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認
識
の
歴
史
性

中
山

康
雄

〈
要
旨
〉

本
稿

は
、
歴
史
性
を
考
慮

し
た
認
識
論

の

ス
ケ

ッ
チ

で
あ

る
。
そ
れ

は
、
簡
単
に
言

え

ば

、
ク
ワ
イ

ソ
の
全
体

論
と

ク
ー
ソ
の
科
学
哲
学
と
ガ
ダ

マ
ー

の
解
釈
学

的
哲
学
を
統

}
的

に
記

述
す
る
試

み
で
あ
る
。

こ
の
記
述

の
た
め

に
用
い
ら
れ
る
枠
組

み
は
、
中
山

(
H
O
O
g

H
O
Φ
刈
9
)
や
Z
鋳

p
冨
目
9

(h
O
O
刈
び
)

で
提
案
さ
れ
た
信
念
構
造

の
理
論

(些
o
-

。
目矯

。
3

Φ試
。
h
・ぎ

。
け亘
鴨
。ω
・
謁

。。
)

で
あ

る

。

ま

た

、

そ
れ

は

、
動

的

な

全

体

論

的

認

識
論
を
構
築
す
る
試
み
で
も
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
信
念
の
担
い
手
と
し
て
の
主
体

は
、
歴
史
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
存
在
者
と
し
て
解
明
さ
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

信
念
構
造

信
念
体
系

全
体
論

パ
ラ
ダ
イ
ム

解
釈
学

認識の歴史性
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1

、
カ
ン
ト
の
認
識
論
と
そ
の
批
判

本
稿
で
構
築
さ
れ
る
認
識
論
の
立
場
を
鮮
明
に
描
く
た
め
に
あ
る
哲
学
的
立
場

と
比
較
し
た
い
。
こ
の
対
比
さ
れ
る
べ
き
認
識
論
と
し
て
、
私
は
、
カ
ン
ト

(一日
日
9昌
信
Φ一
一(9Ω
口
什)
の
認
識
論
を
利
用
し
た
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
カ
ソ
ト

解
釈
は
誤
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
こ
で
、
念
の
た
め
、
仮
想
の
哲
学
者

「
蔚
カ
ン
ト
」
に
登
場
し
て
も
ら
う

こ
と
に
す
る
。
私
の
議
論
は
、
こ
の
仮
想

の
哲
学
者
。
カ
ソ
ト
が
実
際
の
高
名
な
哲
学
者
と
同
じ
考
え
の
持
ち
主
だ

っ
た

か
ど
う
か
に
依
存
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

。
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
に
は

「
物
自
体
」
(∪
一口
ひq

餌口

ω一〇げ
)
が
登
場
す
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
感
性
と
は
外
界
の
対
象
か
ら
刺
激
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
表
象

(<
o
屋
8
冒

口
αq
)
を
え
る
能
力

で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
象
に

つ
い
て
考
え
る

た
め
に
は
、
悟
性

(ノ丶Φ同ω什ρ
]P
α
)
が
必
要
に
な
る
。
概
念
は
悟
性
か
ら
生
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
箭
カ

ソ
ト
は
、
対
象
が
感
性
に
よ
り
与
え
ら
れ
て

い
る
た
め
、
「
物
自
体
」
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

・、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
感
性
と
悟
性
と
い
う
認
識
に
関
す
る
二
つ
の
能
力

を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
素
朴
実
在
論
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
我

々
に

与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
物
自
体

で
は
な
く
、
感
性
を
通
し
て
得
ら
れ
た
現
象

で
あ
る
。
そ
七
て
、
認
識
は
、
現
象
を
受
け
取
る
こ
と
の
み
に
よ

っ
て
成
立
す

る
の
で
は
な
く
、
現
象
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う

「概
念
図
式
」
を
適
用
す
る
こ

と
に
よ
り
初
め
て
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
認
識
に
は
、
外
界
か
ら
の
刺
激
を
受

け
取
る
能
力
と
し
て
の
感
性
と
こ
の
現
象
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
能
力
と

し
て
の
悟
性
の
両
方
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
.
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
大
枠
は
現
代
で
も
維
持
で
き
る
も
の
と

私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
感
覚
器
が
刺
激
さ
れ
、
そ
の
刺
激
が
脳
の
内
部
で
処

理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
外
界
に
つ
い
て
の
認
識
が
生
ま
れ
る
と
い
う
構
図
は
、

現
代
科
学
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
蒡
カ
ソ
ト
の
認
識

論
が
静
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
。
カ
ン
ト
は
、
悟
性
の
基
本
構
造
は

先
験
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
化
や
歴
史
に
影
響
さ
れ
な
い
と
考
え

て
い
る
。
し
か
し
、
分
析
的
言
明
と
綜
合
的
言
明
の
間
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
ク
ワ
イ

ソ
の
全
体
論
に
従
う
者
は
、
悟
性
の
基
本
構
造

の
先

験
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
信
奉

し
て
い
た
。
カ
ン
ト
に
と
り
、
あ
る
時
代
に
確
実
と
思
わ
れ
て
い
た
科
学
理
論

が
そ
の
後
疑
わ
れ
て
他
の
理
論
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
を
想
像
す

る
こ
と
は
困
難
だ

っ
た
ろ
う
し
、
ま
し
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

か

っ
た
だ
ろ
う
。

。
カ
ン
ト
の
静
的
な
認
識
論
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
主
体
を
軸

に
展
開
す
る
認
識
論
の
可
能
性
が
開
け
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
認
識

論
の
形
態
を
ス
ケ

ッ
チ
す
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
3
節

に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
を
基
礎
に
す
る
認
識
論
で
あ

る
。
し
か
し
、
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
自
身
に
は
ま
だ
歴
史
的
要
素
が
欠
け
て
い

る
。
本
稿
が
試
み
る
の
は
、
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
に
ク
ー
ン
の
科
学
哲
学
や
ガ

ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
に
あ

っ
た
歴
史
性
を
加
え
る
作
業
で
あ
る
。
こ
の
た

め
に
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
、
認
識
論
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
の
第

一
歩
と
し
て
、
ク
ー
ン
の
科
学
哲
学
と
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解

2



釈
学
の
間
に
在
る
共
通
点
を
認
識
論
の
観
点
か
ら
統

一
的
に
表
す
こ
と
か
ら
始

め
よ
う
。

[1
凵

ク
ー
ン
の
科
学
哲
学
と
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
的
哲
学
の
間
の
共
通
点

(
a
)
認
識
に
は
、
そ
の
基
盤
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
基
盤
を

「認
識

基
盤
」
と
呼
ぼ
う
。
国
直
ぎ

(
H
㊤
①
N
)
は

こ
れ
を

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

(O
爰
餌
象
oq
言
)
と
呼
び
、
O
巴
9
8
奠

(
一
り
①
O
)
は
こ
れ
を

「
地
平
」

(↓

(一宀O
「一NO
昌
け)
と
呼
ん
だ
。

(b
)
こ
の
認
識
基
盤
は
歴
史
的

に
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
歴
史
の
中
で
変
遷
し
て
い
っ
た
。

(
c
)
認
識
基
盤
を
離
れ
て
認
識
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
認
識
の
た
め
の

中
立
的
言
語
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
認
識
基
盤
は
、
ク
ワ
イ
ン
が
語
る

「
信
念
総
体
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

菅
カ
ン
ト
と
の
違

い
は
、
蒡
カ
ソ
ト
が
悟
性
の
認
識
基
盤
と
し
て
の
概
念
図
式

を
固
定
し
た
先
験
的
な
も
の
と
し
て
考
え
た
の
に
対
し
、
こ
の
認
識
基
盤
を
歴

史
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
以
下
の
議
論
に
お

い
て
、
こ
こ
で
述
べ
た
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
認
識
基
盤
が
、
ク
ワ
イ
ン
の
全

体
論
や
ク
ー
ソ
の
科
学
哲
学
や
ガ
ダ

マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
と
い
か
に
関
わ
る

↑
V

の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

2

信
念
構
造
の
理
論

こ
の
節
で
は
、
以
下
の
議
論
に
お
け
る
記
述
の
枠
組
み
と
な
る

「信
念
構
造
の

理
論
」
(T
B
S
)
を
導
入
す
る
。
T
B
S
は
、
元
来
、
中
山

(一
8
㎝
)
で
ク
ー

ン
や
ラ
カ
ト
シ

ュ
の
科
学
哲
学
の
立
場
を
厳
密
に
記
述
す
る
た
め
に
定
義
さ
れ

た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
山

・(
H
Φ
㊤
刈
o
)

お
よ
び

賭
9
犀
曽
団
9
ヨ
餌

(一
㊤
り刈
げ
)
は
、
T
B
S
を
言
語
哲
学
の
問
題
に
適
用
し
た
。
そ
の
基
本
的
考

え
は
、
次
の
テ
ー
ゼ

[
2
]
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
認
識
状
態
を
信
じ
ら
れ
て

い
る
文
の
集
合
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
文
集
合
間
の
順
序
構
造
に
よ

っ
て
表
す

こ
と
に
あ
る
。

[
2
]

信
念
構
造
の
理
論
の
背
後
に
あ
る
基
本
的
主
張

(
a
)
単

一
の
文
で
は
な
く
、

一
連
の
ま
と
ま

っ
た
主
張

(11
文
集
合
)
・が
信

念
対
象
の
単
位
で
あ
り
、
信
念
の
強
さ
に
は
程
度
が
あ
る
。
こ
の
見
方
に

従
う
な
ら
、
認
識
状
態
は
文
集
合
よ
り
も
、
文
集
合
の
集
合
と
順
序
関
係

か
ら
な
る
構
造
と
し
て
表
わ
す
方
が
適
切
な
は
ず
で
あ
る
。

(b
)
あ
る
人
が
記
憶
し
て
い
る
情
報
の
総
体
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
あ
る
人
が
固
く
信
じ
て
い
る
も
の
の
総
体
は
、
記
憶
さ
れ
て
い
る

情
報
の
総
体
の
要
素
の
う
ち
、
強
く
信
じ
て
い
る
も
の
の
方
か
ら
整
合
性

を
保

っ
た
ま
ま
で
き
る
だ
け
多
く
を
集
め
た
も
の
と
言
え
る
。
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T
B
S
の
中
心
に
な
る
三
つ
の
概
念
に
、
信
念
構
造
、
極
大
部
分
、
信
念
体

3



系
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

[3
凵
信
念
構
造
、
極
大
部
分
、
信
念
体
系
の
定
義

(
a
)
[信
念
構
造
]
ま
と
ま

っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
文
集
合

を
信
念
塊
、
信
念
塊
の
集

合
を
信
念
領
域
と
呼
び
、
S
で
表
わ
す
。
信

念
塊
の
間
の
順
序
関
係
を
信
念
順
序
と
呼
び
〉
で
表
わ
す
。
×
〉
団
は
、

X
が
Y
よ
り
信
頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
つ
の

信
念
塊
が
同
程
度
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
同
値
関
係
を

～

(4
>

で
表
わ
す
。
さ
ら
に
、
阻
と
澀
、
そ
し
て
、
齠
と
型
が
同
程
度
に
信
じ

ら
れ
、
幻
が
齠
よ
り
も
強
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
澀
は
湿
よ
り
も

強
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
常
に
成
り
立
つ
と
す
る
。

(〈
×
H
m
ω
〈
図
卜。
m
ω
〈
図
ω
m
ω
〈
図
虧
m
QD
(図
H
～
×
N
節

図
ω
～
図
鼻
帥

図
H

>

図
ω
↓

×
b。
V
×
恥
)
)。

信
念
領
域
と
信
念
順
序
お
よ
び
信
念
同
値
関
係
か
ら
な
る
構
造
を

「
信

念
構
造
」
と
呼
び
B
で
表
わ
す
。
B
は
、
〈
ω
"
y

～
V
と
い
う
構
造
で

あ
る
。
信
念
構
造
は
、
あ
る
人
の
認
識
状
態
を
表
わ
す
た
め
に
導
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

(b
)
冂極
大
部
分
凵
B
の
極
大

部
分
は
、
強
く
信
じ
て
い
る
信
念
塊
か
ら
出

発
し
て
整
合
性
を
保

っ
た

ま
ま
で
き
る
だ
け
多
く
の
も
の
を
集
め
て
で

き
た
も
の
で
あ
る
。
B
の
極

大
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
信
念
塊
は
、
そ

う
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
信
念
の
集
ま
り
で
あ
る
。
「
B
の
極

大
部
分
」
の
正
確
な
定
義
は
次
の
よ
う
に
な
る
"

信
念
構
造
切
11
〈ρ

y

～
〉
が
与
え
ら
れ
て
い
る
時
、
,次
の
三
条
件
を

満
た
す
S
の
部
分
集
合
V
を

「
B
の
極
大
部
分
」
と
呼
ぶ
。

(i
)
[整
合
性
]
"
⊂
<

は
無
矛
盾
。

(.-,-
)
[上
か
ら
の
収
集
凵
"
X
が
V
に
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
X
よ

り
も
信
頼
度
が
高
い
Y
は
ど
れ
も
V
に
含
ま
れ
て
い
る
。

(…m
)
[極
大
性
]
"
(
⊂
<
)
⊂
区
が
無
矛
盾
で
、
X
よ
り
も
信
頼
度
が
高

い
Y
が
ど
れ
も
V
に
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
X
も
V
に
含
ま
れ
て

い
る
。

(
c
)
[信
念
体
系
]
B
に
対
す
る
信
念
体
系
囚
(bd
)
は
、
B
の
ど
の
極
大
部

分
に
も
含
ま
れ
て
い
る
信
念
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ

は
確
信
を
も

っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
文
の
集
合
と
言
え
る
。
信
念
体
系

は
、
ク
ワ
イ

ン
の

「信
念
総
体
」
に
相
当
す
る
も
の
を
表
現
す
る
も
の

(↓

で
あ
る
。
正
確
な
定
義
は
次
の
も
の
で
あ
る
"

⊃
{
⊂
<
一く
は
B
の
極
大
部
分
}
を

「B
に
対
す
る
信
念
体
系
」
と
呼
び
、

囚
(切
)
で
表
わ
す
。

信

念

構

造

は

、
新

た

な

文

集

合

を

信

念

領

域

S

に

付

け

加

え

た

り

、

S

か

ら
あ

る
文

集

合

を

削

除

し

た

り

す

る

だ

け

で
は

な

く

、

S

中

の

信
念

順
序

を
変

え

た

だ

け

で
も

変

わ

っ
て
く

る

。
bU
ド
(
11
〈
ω
ご

〉
じ

～

H
>
)
を

変

更

前

の
信

念

構

造

、

切
b。
(
11
〈
Q。
b・
℃

V
b・℃

～

b・
〉
)

を

変

更
後

の
信
念

構

造

と

す

る

時

、

「
信

念

構

造

変

更

の
基

本

操

作

」

は

次

の
よ

う

に

規

定

で

き

る

"

[
4
]
信
念
構
造
変
更
の
基
本
操
作

(
a
)
[
順
序
変
更
凵
"
順
序
を
変
え
る
。
例
え
ば
、
…
図
V
它

…

を

4



…

囑

>
b。×

…

に

変

え

る

。

(
b
)

[
付

加

]

韓
あ

る

文
集

合

を
新

し

く

ω
一
に
付

け

加

え
、

順

序

を

与

え

る

。

(
c
)

[
削

除

凵

"

あ

る

ω
　
の

要

素

を

取

り

除

ぎ

、

こ

の
要

素

に
関

す

る

順
序

付

け

を

取

り

除

く

。

T
B
S
に
お
け
る
消
去
の
操
作
は
、
人
間
の
認
識
活
動
に
対
応
さ
せ
る
と
完
全

な
忘
却
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
、
あ
る
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
は
、

そ
れ
を
表
す
文
が
信
念
体
系
に
含

ま
れ
な
い
こ
と
で
表
現
さ
れ
る
。
忘
却
さ
れ

る
信
念
は
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か

っ
た
も
の
が
多
い
だ
ろ
う
か
ら
、
重

要
な
認
識
状
態

の
変
化
は
、
新
し
い
信
念
の
付
加
や
信
念
順
序
の
変
更
に
よ
り

起
こ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
知
覚
や
他
者
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
に
よ
る
認
識
状

態
の
変
化
は
、
信
念
の
付
加
に
よ
り
説
明
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
見
方
の
変

更
は
、
信
念
順
序
の
変
更
に
よ
り
説
明
で
き
る
。
複
雑
な
信
念
構
造
の
変
更
は
、

こ
の
三
つ
の
基
本
操
作
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
行
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
信
念
構
造
を
用
い
る
と
幾
つ
か
の
日
常
的
表
現
を
厳

密
に
規
定
で
き
る
。

[
5
凵
認
識
状
態
の
表
現
の
T
B
S
を
用
い
た
規
定

(
a
)
「あ
る
言
明
X
に
疑

い
の
目
を
向
け
る
」
"
X
に
関
す
る
信
頼
度
を
下

げ
る
。

(b
)
「
あ
る
言
明
X
を
絶
対
に
正
し
い
と
思
う
」
…
X
に
関
す
る
信
頼
度
が

非
常
に
高
い
。

(
c
)
「
あ
る
言
明
X
が
正
し
い
と
信
じ
て
い
る
」
"
X
は
信
念
体
系
に
含
ま

れ
て
い
る
。

(d
)
「
あ
る
言
明
X
が
誤
り
だ
と
思

っ
て
い
る
」
"
X
を
否
定
す
る
言
明
が

信
念
体
系
に
含
ま
れ
て
い
る
。

(
e
)
「
あ
る
言
明
X
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
思

っ
て
い
る
」
"
X
は
極

大
部
分
の

一
つ
に
含
ま
れ
て
い
る
。

へ

・
(f

)

「
言

明

X
を

認

め

る

べ
き

か

、

Y
を

認

め

る

べ

き

か

の
デ

ィ
レ

ン

マ

に

陥

っ
て

い

る
」

"
X

を

含

む

極

大

部

分

も

、

Y

を
含

む

極

大

部

分

も

存

在

す

る

が

、

X

も

Y

も

信

念
体

系

に

は
含

ま

れ

て

い

な

い

。

(山
く

(図

n
<

帥

[
V

は

B

の

極

大

部

分

]
)
即

山
く

(団
n
〈

陣

[
V

は

B

の
極

大

部

分

凵
)
鰰

昌
o
什
(区
n
囚

(切
)
)
帥

ロ
o
什
(磯

n
国
(
切
)
)
)
。

ま

た

、

X

と

Y

は

、

認

め

ら

れ

て

い

る
信

念

体

系

を

前

提

に

す

る

と

矛

盾

す

る

(囚

(切
)
⊂
図

⊂
団

丁
ト
)
。

(
、9
)

「
X

を

根

拠

に

Y

を
信

じ

る

」

5

図
〉
団

(
X
は

Y

よ

り

信

頼

さ

れ

て

い
る
)

(
h
)

「
X

を

前

提

に
Y

を

信

じ

る

」

与

図
〉
磯

(
X

は

Y

よ

り

信

頼

さ

れ

て

い

る
)

新
し
い
信
念
塊
の
付
加
の
基
本
形
に
は
、
次
の
三
つ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

[6
]

新
し
い
信
念
塊
の
付
加
の
基
本
形

(
a
)
認
識
主
灘
が
、
知
覚
に
よ
り
新
し
い
信
念
塊
を
形
成
す
る
。

(b
)
認
識
主
体
が
、
自
ら
の
考
察
に
よ
り
新
し
い
信
念
塊
を
形
成
す
る
。

(
c
)
認
識
主
体
が
、
他
の
認
識
主
体
が
発
し
た
言
明
を
情
報
と
し
て
受
け
入

認識の歴史性
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れ
る
。

a
が
信
念
塊
X
を
b
に
伝
達
し
た
時
、
こ
れ
を
Φ1

(×
)寸
げ
で
表

そ
う
。

新
し
い
信
念
塊
の
付
加

一
般
は
、

こ
の
三
種
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ

た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
[
6

c
]
を
用
い
て

「信
念
塊
の
伝
承
」
を

定
義
で
き
る
。

[
7
凵

「
信

念

塊

の
伝

承
」

の
定

義

9。
じ

…
導
針
を

認

識

主

体

と

し

X

を

あ

る

文

集

合

と

す

る

。

こ

の

時

、

身
ー

(区
)
↓

9
卜。-

(×
)
↓

⇔
ωー

(×
)
↓

…

1

(×
)
↓

夛
亠
ー

(区
)
↓
鋤
つ

が

成

り

立

つ
な

ら

ば

、

「
信

念

塊

X

は

、

辞

か

ら

鋤
5
に
伝

承
さ

れ

た

」

と

言
う

こ
と

に

す

る

。

た
だ

し

、

こ

こ

で
g。
1

(図
)
↓

げ
ー

(×
)
↓

o
は

、

[
(β。
1

(×
)
↓

げ
)
卸

(げ
ー

(×
)
↓

o
)
凵
の
略

で
あ

る

。

[
7

]

に

よ

れ

ば

、

欝
か

ら

。。
昌
へ
の
信

念

塊

X

に

関

す

る

伝
達

の
鎖

渉

存

在

す

る

こ
と

は

、

「
信

念

塊

X
は

、

2

か

ら

2

に
伝

承
さ

れ

た

」

と

表

さ

れ

る

。

T

B

S

の
枠

組

み

で
は

、

a
か

ら

b

へ
の
信

念

塊

X

の
伝
達

は

、

両
者

の
信

念

構

造

の
中

に

X
が

取

り

入
れ

ら

れ

た

こ
と

を

意

味

し

て

い
る

に

す

ぎ

な

い
。

a
が

X

を

信

じ

て

い

る

と

し

て
も

(
区
n
内

(Ud
9)
)
、

そ

れ

は

、

b

も

X

を

信

じ

る

よ
う

に
な

る

こ

と
を

保

証

し
な

い

(
即

ち

、

[
区
n
内

(bd
。')
俸

(卑
-

(×
)
↓

ぴ
)
]

は

、
×
n

[
じU
げ
の
信

念

領

域

凵

は

含

意

す

る

が

図
n
囚
(じd
げ)
は

含

意

し

な

い
)
。

そ

れ

で
は

、

こ

の
T

B

S

を

用

い
て

歴

史

的
視

点

を

取

り

入
れ

た
認

識

論

を

展

開

し

て

い

こ
う

。

3
.
ク
ワ
イ

ン
の
全
体
論

ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
の
簡
潔
な
描
写
は
、
「
経
験
主
義
の
二
つ
の
ド
グ
マ
」
に

与
え
ら
れ
て
い
る
。

「
地
理
や
歴
史
の
こ
ぐ
あ
り
ふ
れ
た
事
柄
か
ら
、
原
子
物
理
学
、
さ
ら
に
は

純
粋
数
学
や
論
理
に
属
す
る
き
わ
め
て
深
遠
な
法
則
に
至
る
ま
で
、
わ
れ
わ

れ
の
い
わ
ゆ
る
知
識
や
信
念
の
総
体
は
、
周
縁
に
沿

っ
て
の
み
経
験
と
接
す

る
人
工
の
構
築
物
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
別
の
比
喩
を
用
い
れ
ば
、
科
学
全

体
は
、
そ
の
境
界
条
件
が
経
験
で
あ
る
よ
う
な
力
の
場
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
周
縁
部
で
の
経
験
と
の
衝
突
は
、
場
の
内
部
で
の
再
調
整
を
引
き
起
こ

す
。
い
く
つ
か
の
言
明
に
対
し
て
、
真
理
値
が
再
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」
(O
巳
ロ
Φ
(H
㊤O
H)
や
虧
bO
℃
邦
訳

O
・①
Q。
)

こ
の
よ
う
に
信
念
総
体
は
、
コ

5

の
ド
グ

マ
」
に
お
い
て
は
、
「
周
縁
に
沿

っ

て
の
み
経
験
と
接
す
る
人
工
の
構
築
物
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
信
念
総

体
と
経
験

の
接
点
と
は
何
な
の
か
?
こ
の
問
い
に
対
す
る
あ
る
解
答
が
、
『言

葉
と
対
象
』
の
中
で
試
み
ら
れ
る
。

「「
二
つ
の
ド
グ

マ
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
言
う
構
造
物
の
周
縁
に
近
い
文
は
、

『言
葉
と
対
象
』
で
は
観
察
文
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
観
察
文
と

経
験
と
の
結
合
は
、
知
覚
的
に
類
似
し
た
神
経
入
力
の
諸
範
囲
と
の
結
び
つ

6



き
と
し
て
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
び
つ
き
は
、
原
初
的
に
は
、
条
件
づ

け
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
時
至
れ
ば
、
各
人
が
も
つ
世
界
に
関
す

る
発
展
し

つ
つ
あ
る
理
論
か
ら

の
反
作
用
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
別
の
結
び

つ

き
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
す
。」

(O
巳
器

(H8
H
)
邦
訳

唱
.お
①
)

こ
れ
ら
の
引
用
の
考
え
を
総
合
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
ク
ワ
イ

ン
の
全
体
論
の

像
が
で
き
あ
が
る
。

[8
]
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論

(
哉
)
[
信
念
総
体
]
信
念
総
体

は
、
整
合
的
な
文
集
合
に
よ
り
表
す
こ
と
が

で
き
る
。

(b
)
[整
合
性
]
信
念
総
体
は
、
整
合
性
を
保

っ
た
ま
ま
変
化
す
る
。

(
c
)
[保
守
主
義
]
信
念
体
系

の
変
化
は
徐
々
に
起
こ
る
。
信
念
総
体
が

一

(6
)

挙
に
入
れ
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

(d
)
[経
験
の
重
視
凵
経
験
に
近

い
文
と
そ
う
で
な
い
文
が
存
在
す
る
。

↑
)

(
e
)
[観
察
文
の
特
別
な
位
置
づ
け
]
観
察
文
、
即
ち
、
経
験
に
極
め
て
近

い
文
、
は
強
く
信
じ
ら
れ
、
改
訂
さ
れ
る
の
は
ご
く
ま
れ
で
あ
る
。

こ
の
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
に
含
ま
れ
る
諸
テ
ー
ゼ
を
T
B
S
の
表
現
に
翻
訳
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

[
9
凵
T
B
S
を
用
い
た
ク
ワ
イ

ソ
の
全
体
論

[8
凵
の
表
現

(
a
)
信
念
総
体
は
、
T
B
S
で
定
義
さ
れ
た
信
念
体
系
と
し
て
表
現
で
き
る
。

(b
)
信
念
体
系
は
整
合
的
な
の
で

[8
b
]
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。

(
c
)
[8

c
]
は
B
か
ら
切
.
へ
の
信
念
構
造
の
変
化
に
お
い
て
、
信
念
体
系

囚
(切
)
と
囚
(Ud
蔚)
と
の
間
の
変
化
が
小
さ
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

(d
)
信
念
構
造
に
含
ま
れ
る
文
に
は
、
経
験
の
証
拠
に
よ
り
、
ほ
ぼ
直
接
的

に
支
持
さ
れ
る
も
の
と
間
接
的
に
の
み
支
持
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。

(
e
)
X
が
経
験
の
証
拠
に
よ
り
ほ
ぼ
直
接
的
に
支
持
さ
れ
る
文
集
合
で
あ
る

な
ら
、
X
は
信
念
構
造
B
に
お
い
て
強
く
信
頼
さ
れ
る
よ
う
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
知
覚
か
ら
直
接
的
に
得
ら
れ
た
情
報
は
、
普
通
、
ほ
と
ん
ど
そ
の

ま
ま
信
じ
ら
れ
る
。

[
9
b
〕
は
、
信
念
総
体
を
信
念
体
系
と
し
て
捉
え
る
解
釈

[9

a
]
を
支
持

し
て
い
る
。
[9
d
凵
は
、
事
実
に
基
づ
い
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
テ
ー

ゼ
で
あ
る
。
[
9

c
]
と

[9

e
凵
は
、
人
間
の
認
識
状
態
を
適
切
に
表
現
す

る
た
め
に
は
、
信
念
構
造
に
ど
の
よ
う
な
制
約
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
示

し
て
い
る
。

「
理
論
の
決
定
不
全
性
」
は
、
経
験
が
最
も
重
視
さ
れ
る
信
念
総
体
の
テ
ス
ト

に
な
る
こ
と
か
ら
出
て
く
る
帰
結
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「観
察
の
理
論
負
荷
性
」

は
観
察
と
理
論
の
間
に
語
彙
の
共
有
を
通
し
た
論
理
的
関
係
が
成
立
す
る
た
め

に
出
て
く
る
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
[
9

c
]
や

[
9

e
凵
に
表
さ
れ
た
経
験
主
義

的
テ
ー
ゼ
を
制
約
と
し
て
T
B
S
に
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
、
こ
れ
ら

の
ク
ワ
イ
ン
の
考
え
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
[
9

e
凵
は
ク
ワ
イ
ソ
の
言
う

「観
察
文
」
が
、
何
故
信
念
総
体

の
テ
ス
ト
と
し
て
の
位
置
を
持
ち
う
る
の
か

を
説
明
す
る
。
[
9

e
]
に
よ
れ
ば
、
X
が
経
験
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
た
あ
る

認識の歴史性
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観
察
文
の
集
合
で
あ
る
な
ら
X
は
強
く
信
じ
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
そ
の
よ
ヶ
な

観
察
文
集
合
X
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
信
念
体
系
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
こ
の
X
の
受
け
入
れ
に
よ
り
矛
盾
が
お
き
た
時
に
は
、
X
を
新
し
い

信
念
体
系
の
中
に
保
持
し
た
ま
ま
の
信
念
構
造
の
変
更
が
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

3る
。

T
B
S
の
理
論
と
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
の
大
き
な
相
違
は
、
ク
ワ
イ
ン
が
信
念

総
体
の
再
調
整
を

「
真
理
値
の
再
配
分
」
に
よ
り
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

に
対
し
、
T
B
S
で
は
信
念
体
系

の
変
化
が
信
念
構
造
内
で
の
信
念
順
序
の
変

化
や
新
し
い
信
念
塊
の
付
加
な
ど
に
伴

っ
て
起
こ
る
現
象
と
し
て
説
明
さ
れ
る

こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
ク
ワ
イ

ン
の
方
法
で
は
、
「
あ
る
言
明
X
を
信
じ
て
い

る
」、
「X
を
信
じ
て
い
な
い
」
と

い
う
こ
と
し
か
表
現
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
、

信
念
状
態
の
表
現
と
し
て
不
十
分

で
あ
る
。
[
5
]
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
T

B
S
で
は
、
こ
の
二
つ
の
表
現
の
他
に
、
.「
X
に
疑
い
の
目
を
向
け
る
」
、
「
X

を
絶
対
に
正
し
い
と
思
う
」
、
「
X
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
思

っ
て
い
る
」
、

「
X
を
認
め
る
べ
き
か
、Y
を
認
め
る
べ
き
か
の
デ

ィ
レ
ン
マ
に
陥

っ
て
い
る
」

等
の
こ
と
を
表
現

で
き
る

の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
中
山

(
H
㊤
㊤
刈
9
)

や

乞
更
9
冨
ヨ
9

(昌
⑩
O
刈
σ
)
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
前
提
」
と
い
う
概
念
の
分
析

も
T
B
S
の
枠
組
み
を
用
い
て
可
能
に
な
る
。
さ
ら
に
、
信
念
順
序
の
ち
ょ
っ

と
し
た
変
更
が
、
時
に
は
信
念
体
系
の
大
幅
な
変
更
を
も
た
ら
す
こ
と
が
T
B

S
の
枠
組
み
か
ら
帰
結
す
る
。
こ
の
こ
と
を
用
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
信
念
総
体

に
様

々
な
変
更
を

つ
き

つ
け
る
大
発
見
と
い
う
も
の
が
何
故

一
瞬
の
内
に
起
こ

り
う
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

ク
ー
ン
の
科
学
哲
学

ク
ー
ソ
の
科
学
哲
学
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
ゼ
は
、
科
学
は
通
常
科
学
と
科
学

革
命
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
タ
イ
プ
の
研
究
活
動
を
通
し
て
発
展
し
て
い
く
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
通
常
科
学
か
ら
科
学
革
命
の
移
行
期
に
危
機
の

時
代
が
位
置
す
る
と
ク
ー
ン
は
考
え
る
。
こ
れ
ら
三

つ
の
科
学
の
発
展
状
態
は

科
学
者
集
団
の
構
成
員
の
認
識
状
態
を
用
い
て
表
現
で
き
る
。
ク
ー
ソ
が

「
補

章
ー
1
9
6
9
年
」
で
し
た
よ
う
に
、
科
学
者
集
団
の
存
在
を
最
初
に
仮
定
す

る
こ
と
に
す
る

(国
島
づ
(一㊤
①
b。
)b。
&

Φ
α
ロ
.
参
照
)
。

[
10
凵
ク
ー
ン
の
科
学
哲
学
の
基
本
的
用
語

(
a
)
[通
常
科
学
凵
通
常
科
学
の
時
代
に
は
、
あ
る
分
野
の
科
学
者
集
団
の

ほ
と
ん
ど
の
構
成
員
に
よ
り
、
そ
の
分
野
の
他
の
理
論
よ
り
も
強
く
信

じ
ら
れ
て
い
る
基
礎
理
論
が
存
在
す
る
。
当
然
、
こ
の
基
礎
理
論
は
、

そ
の
補
助
仮
説
よ
り
も
強
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
状
態
で
は
、
こ

の
基
礎
理
論
を
基
礎
に
し
て
専
門
分
野
に
細
分
化
さ
れ
た
研
究
が
な
さ

れ
る
。

(b
)
[危
機
]
危
機

の
時
代
で
は
、
あ
る
分
野
の
科
学
者
集
団
の
ほ
と
ん
ど

の
構
成
員
に
よ
り
強
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
共
通
の
基
礎
理
論
が

存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
競
合
す
る
基
礎
理
論

ゴ

"
…
博↓
づ
が
存
在
し
、

そ
の
基
礎
理
論
の
い
ず
れ
か
を
他
の
も
の
よ
り
も
強
く
信
じ
て
い
る
科

学
者
と
、
ど
の
理
論
を
優
先
す
べ
き
か
デ

ィ
レ
ソ
マ
に
陥

っ
て
い
る
科

8



学
者
と
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
は
、
そ
の
分
野
の
基
礎
的
問
題

に
対
す
る
議
論
が
活
発
と
な
る
。

(
c
)
[
科
学
革
命
]
そ
れ
ま
で
に
は
な
か

っ
た
新
し
い
基
礎
理
論
が
、
あ
る

分
野
の
科
学
者
集
団
の
ほ
と
ん
ど

の
構
成
員
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
れ
を
出
発
点
に
、
こ
の
基
礎
理
論
を
基
に
し
て
通
常
科
学

の
研
究
が
再
度
始
ま
る
。

中
山

(
H
㊤
㊤
α
)
は
、
補
助
仮
説
が
基
礎
理
論
T
の
防
御
帯
と
な
る
と

い
う

い
爵
母
o
ω

(HΦ
刈
Q。
)
の
考
察
を
T
B
S
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
T
が
基
礎

理
論
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
態
で
は
、
T
の
す
べ
て
の
補
助
仮
説
A

に
お
い
て
T
は
A
の
前
提
に
さ
れ

て
お
り

(従

っ
て
、
[5
h
]
よ
り
↓
>
b

が
成
り
立

つ
)
、
観
察
に
基
づ
く
信
念
を
表
す
文
0
と
の
矛
盾
を
T
と
そ
の
補

助
仮
説
が
引
き
起
こ
し
た
時
に
は
、
常
に
補
助
仮
説
の
方
が
捨
て
ら
れ
る
と
い

う
結
論
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
自
然
が

つ
き

つ
け
る
問
題
に
対
し
て
、
通
常

科
学
を
実
践
す
る
研
究
者
の
と
る
態
度
な
の
で
あ
る
。
弔
口
言
偉。
日

(H
㊤刈
恥
)
が

論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
、・観
察
0
を
基
礎
理
論
T
を
用

い
て
説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
補
助
仮
説
A
を
見

つ
け
だ
す
こ
と

(↓
⊂
》
T
O
)
が
ク
ー
ン
の
言
う

「
パ
ズ
ル
解
き
」
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
、

ク
ー
ン
が
観
察
し
た
よ
う
に
、
こ
の
通
常
科
学
に
お
け
る
研
究
活
動
は
、
何
度

か
壁
に
突
き
当
た
り
、
そ
の
都
度
古
い
基
礎
理
論
を
新
し
い
基
礎
理
論
で
置
き

換
え
る
こ
と
が
必
要
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

囚
昌
口

(一〇
①
bo
)
は
、
科
学
革
命

の
後
で
は
世
界
は
異
な

っ
て
見
え
る
と
主
張

す
る
。
あ
る
科
学
者
が
そ
れ
ま
で
彼
が
受
け
入
れ
て
い
た
基
礎
理
論
目
一
の
代

わ
り
に
新
し
い
基
礎
理
論
↓
"。を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
な
ら
、
彼
は
、

6
一
の
補
助
仮
説
の
多
く
を
捨
て
去

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
6

b・を
受
け
入
れ
、

そ
れ
を
強
く
信
頼
し
、
そ
れ
を
軸
に
円
"。
の
補
助
仮
説
を
考
え
出
す
こ
と
に
よ

り

「パ
ズ
ル
」
を
解
こ
う
と
す
る
作
業
は
そ
れ
ま
で
の
作
業
と
は
大
き
く
異
な

っ
た
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
ゴ

を
用
い
て
仕
事
を
し
て
い
た
時
の
解
法
の

見
本
例
が
使
え
な
く
な

っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
ま
で
身
に
つ
け
て
き
た
問

題
解
法
の
ス
キ
ル
が
発
揮
で
き
な
く
な

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

国
魯
ロ

(
ち
①
bo
)
に
よ
れ
ば
、
通
常
科
学
期
に
お
け
る
基
礎
理
論
の
共
有
は
、

教
科
書
や
教
育
を
通
し
て
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
著
者
や
教
師

を
媒
介
に
し
た
信
念
塊
の
伝
承
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
見
本
例
に

基
づ
い
て
与
え
ら
れ
た
問
題
を
解
く
こ
と
に
よ
り
、
学
ば
れ
た
理
論
の
う
ち
ど

の
部
分
が
固
定
さ
れ
た
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
部
分
が
個
々
の
問
題
に

即
し
て
修
正
さ
れ
る
べ
き
補
助
的
な
も
の
で
あ
る
か
が
学
習
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
実
習
を
通
し
て
、
信
念
塊
の
み
で
な
く
、
信
念
構
造
も
ほ
と
ん
ど

変
形
を
受
け
る
こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
な
信
念
構
造
の
部
分
的

伝
承
が
、
通
常
科
学
に
お
け
る
研
究
活
動
を
支
え
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
危
機
の
時
代
で
は
、
信
念
塊
の
伝
承
は
起
こ
っ
て
も
、
信
念
構

造
の
伝
承
は
保
証
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
時
代
で
は
、
ど
の
理
論
が
重
要
な

の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
科
学
者
た
ち
の
判
断
が
ま
ち
ま
ち
に
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る

(中
山

(H㊤
㊤
α
)
参
照
)
。

経
験
科
学
に
お
け
る
経
験
の
持
つ
意
味
は
、
第
3
節
で
論
じ
た
ク
ワ
イ

ン
の
経

験
主
義
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
経
験
は
信
念
総
体
の
テ
ス
ト
の
役
割
を
果
た
す

の
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
保
守
主
義

([
8

c
凵,
[9

c
]
参
照
)
は
、
通
常

認識の歴史性
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科
学
の
場
面
で
最
も
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
る
っ
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
」
に
対
す

る
科
学
者
た
ち
の
示
す
抵
抗
は
、
ク
ワ
イ
ン
の
保
守
主
義
か
ら
適
切
に
説
明
で

き
る
。
し
か
し
、
科
学
革
命
の
場
面
で
さ
え
も
、
あ
る
程
度
の
保
守
主
義
は
守

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
国
ロ
ぎ

(一
㊤①
N
)
も
こ
の
こ
と
を
観
察
し
て

い
る
。

「
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
候
補
が
引
き

出
さ
れ
て
も
、
科
学
者
は
二
つ
の
き
わ
め
て
重
要
な
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い

限
り
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
持
ち
た
が
ら
な
い
。
そ
の
二
つ
の
条
件
の
第

一
は
、
新
し
い
候
補
が
、
他
の
方
法
で
は
う
ま
く
ゆ
か
な
い
あ
る
著
し
い
、

よ
く
知
ら
れ
た
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
二
番
目

に
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
そ
の
前
任
者
に
よ

っ
て
か
ち
得
ら
れ
た
具
体

的
な
問
題
解
決
能
力
の
大
部
分
を
、
保
持
す
る
こ
と
を
約
束
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。」
(国
q
ぎ

(H
⑩
①b。)や
一①
P

邦
訳

や
H
O
H
)

こ
の
よ
う
に
、
ク
ー
ン
の
科
学
哲

学
は
、
第
3
節
で
展
開
し
た
全
体
論
の
科
学

哲
学

へ
の
適
用
に
よ
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

5

信
念
構
造
の
歴
史
性
と
ガ
ダ
マ
ー
の

「
地
平
」

○
僧
α
鋤言
臼

(
H㊤
O
O
)
が
用
い
る

「
地
平
」
と
い
う
語
は
、
歴
史
的
に
規
定
さ

れ
た
有
限
な
理
解
の
足
場
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
多
く

の
文
脈
で
可
能
で

(9
)

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「地

平
」
は
、
信
念
塊
の
継
承
を
通
し
て
歴
史
的

に
形
成
さ
れ
た
信
念
構
造
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

[11
凵
「
地
平
」
は
、
信
念
塊
の
継
承
を
通
し
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
あ
る

人
の
信
念
構
造
で
あ
る
。

こ
の
立
場
を
取
る
な
ら
、
「地
平
」
と
い
う
語
は
、
あ
る
行
為
主
体
の
認
識
状

態
を
記
述
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
O
餌魯

ヨ
興

(H
㊤
①
O
)
に
お
い
て
、
こ
の
語
は
、
し
ば
し
ば
、
行
為
主
体
と
は
独
立
の
あ

る
実
体
を
指
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
節

で
は
、ガ
ダ

マ
ー
の
考
察
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
解
明
す
る
の
で
は
な
く
、
[H
]

の
テ
ー
ゼ
を
基
礎
に
し
て
、
そ
れ
を
批
判
的
に
継
承
す
る
道
を
と
る
こ
と
に
し

た
い
。

0
9
魯
ヨ
興

(巳
O
O
)
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
人
間
存
在
の
歴
史
性
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
根
本
的
歴
史
性
を
本
稿
で
の
今
ま
で
の
議
論
か
ら
導
き
出
す
た
め

に
、
次
の
テ
ー
ゼ
を
認
め
る
こ
と
に
す
る
。

[12
]
信
念
構
造
と
信
念
体
系
に
関
す
る
テ
ー
ゼ

(
a
)
人
は
、
生
ま
れ
た
時
、
何
も
信
じ
て
い
な
い
。
即
ち
、
生
ま
れ
た
ば
か

り
の
人
の
信
念
構
造
は
空
の
信
念
構
造

〈
5

5

息
〉
に
よ
り
表
す
こ
と

が
で
き
る
。

(b
)
新
し
い
信
念
の
付
加
は
、
[6
凵
の
操
作
に
よ
り
起
こ
る
。
そ
し
て
、
[
6

c
凵
の
操
作
に
よ
り
他
者
か
ら
獲
得
さ
れ
た
信
念
は
、
信
念
体
系
の
か
な

り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
。
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(
c
)
合
理
的
行
為
者
の
行
為
選
択
は
、
彼
が
現
時
点
で
所
有
す
る
信
念
体
系

に
依
存
す
る
。

[
12

a
凵

の
テ
ー
ゼ
は
、
事
実
と
も
言
え
る
明
白
な
も
の
で
あ
る
。
[12
b
凵

も
、
多
く
の
信
念
の
形
成
に
は
、
言
語
の
習
得
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
当
然
認
め
る
べ
き
テ
ー
ゼ

で
あ
る
。
「
魚
」
と
い
う
語
を
理
解
す
る
に

は
、
「
普
通
、
魚
は
水
中
に
住
む
」
、
「普
通
、
魚
は
ひ
れ
を
持

つ
」
等
の
文
を

信
じ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
あ
る
言
語
集
団
の
中
で
共
有
さ
れ

て
い
る
基
礎
的
信
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
体
験
し
て
い
な
い
個
別
事
象
に

つ
い
て
の
信
念
は
、
当
然
、
何
ら
か
の
形
で
他
者
を
経
由
し
て
得
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
[12

c
凵
は
、
合
理
的
行
為
者
の
必
要
条
件
と
も
と
れ
る
自

明
の
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
理
的
行
為
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
の
選
択

が
信
念
体
系
に
依
存
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

[12
]
の
テ
ー
ゼ

か
ら
、
人
間
存
在
の
歴
史
性
に
関
す
る
次
の
テ
ー
ゼ
が
導
出
さ
れ
る
。

[13
]
人
間
の
歴
史

へ
の
依
存
性
に
関
す
る
テ
ー
ゼ

(
a
)
個
々
の
人
間
の
認
識
基
盤

と
し
て
の
信
念
構
造
が
彼
の
個
人
史
に
依
存

す
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
は
歴
史
的
存
在
者
で
あ
る
。

(b
)
個
々
の
人
間
の
認
識
基
盤

と
し
て
の
信
念
構
造
が
そ
れ
ま
で
の

「
知
の

歴
史
」
に
依
存
す
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
は
歴
史
的
存
在
者
で
あ
る
。

(
c
)
個
々
の
人
間
の
行
為
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
認
識
基
盤
と
し
て
の
信

念
構
造
に
依
存
す
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
は
歴
史
的
存
在
者
で
あ
る
。

[
13

a
]
は
、
[12

a
凵
と

[
6
]
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
[
13

b
凵
は
、
[12
b
凵
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
し
て
、
[13

・c
凵
は
、
人
間
を
合

理
的
行
為
者
と
し
て
認
め
た
時
、
[
13
b
]
と

[
12

c
]
か
ら
帰
結
す
る
。
た

だ
し
、
合
理
的
行
為
者
で
な
い
者
も
、
彼
の
行
為
が
そ
の
時
点
で
の
彼
の
信
念

構
造
に
何
ら
か
の
形
で
依
存
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。

人
間
は
、
歴
史
に
規
定
さ
れ
る
存
在
者
で
あ
る
と
と
も
に
歴
史
を
制
作
す
る
存

在
者
で
も
あ
る
。
次
の
テ
ー
ゼ
は
、
歴
史
に
参
与
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
に

つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

[
14
]

人
間

に
よ

る
歴

史

の
生

成

に
関

す

る

テ
ー

ゼ

(
a
)

行

為

は

、
自

然

と

社

会

に

因

果

的

影

響

を

与

え

る

。

そ

の

意
味

で

、
行

為

者

は

、
行

為

す

る

こ
と

に

よ

り

歴

史

的

未

来

を
規

定

す

る

こ
と

に
参

与

-
す

る
。

(
b
)

o。
霽
村
δ

(
H
㊤
㊤
α
)

が

論

じ

た

よ
う

に

、
集

団

的

共

有

信

念

が

「
生

ま

の
事

実

」

(一∪
同口
け
Φ

h鋤
O
けω
)

だ

け

で
は

説

明

で
き

な

い

「
社

会

的

事

実

」

(ω
O
O
一9
一

{
僧
O
什ω
)

.
の
存

在
を

可
能

に
す

る

。
社

会

は

、
他

の
人

々
が

受

け

入

れ

て

い
る

信
念

を

同
様

に
受

け

入
れ

る

こ
と

に
よ

り

成

立

す

る

。

そ

し

て

、

こ

の
集

団
的

共
有

信

念

が

大

き

く

崩

れ

る
時

、
社

会

も

崩

壊

す

る

。

そ

の
意

味

で
、

人

間

は

、
彼

が

集

団
的

信

念

(
O
O
一一Φ
O
什凶く
①

ぴ
Φ
一一Φ
h
)

を

持

ち

、

そ

の
信

念

に
従

い
行

為

す

る

こ
と

に

よ

り

、

歴

史

に

お

け

る
社

会

的

現

実

(ω
0
9
巴

8
聾

昌

)

を

維

持

す

る

こ
と

に
寄

与

し

て

い

る

。

[
14

a
凵
と

[
14

b

凵
は

、
自

ら

の
信

念

に
基

づ

い

て
行

為

す

る

こ
と

に

よ

り

、

認識の歴史性11



行
為
者
が
こ
の
歴
史
的
現
在
の
維
持
や
歴
史
的
未
来
の
規
定
に
貢
献
し
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
。

共
有
信
念
の
変
遷
を
考
え
る
時
、
保
持
、
拡
張
、
変
転
と
い
う
少
な
く
と
も
三

(10
)

つ
の
変
遷
形
態
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
史
時
代
に
お
い
て
は
、
共
有
さ

れ
る
基
礎
的
信
念
の
変
遷
は
わ
ず

か
だ

っ
た
だ
ろ
う
。
あ
る
共
同
体
に
お
け
る

こ
の
よ
う
な
共
有
信
念
の
伝
承
を

「
保
持
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
は
、

同
様
の
社
会
形
態
が
何
百
年
何
千
年
と
継
続
し
て
い
た
。
あ
る
共
同
体
に
お
け

る
共
有
信
念
の
拡
張
や
変
転
は
、
歴
史
上
様

々
な
形
で
起
こ
っ
て
き
た
。
共
有

信
念
の
変
化
は
、
行
為
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
社
会
形
態
の
変
化
や
環

境
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
先
史
時
代
に
保
た
れ
て
い
た
共
同
体
の
生
活
形
態

は
、
自
然
環
境
の
平
衡
状
態
の
維
持
を
可
能
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
歴
史
時

代
に
入
っ
て
か
ら
こ
の
平
衡
状
態
は
崩
れ
、
人
間
と
自
然
の
均
衡
が
常
に
新
し

く
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
変
転

の
中
で
は
、
新
し
い
共
有

信
念
が
生
ま
れ
伝
承
さ
れ
る
と
と
も
に
、
幾
つ
か
の
共
有
信
念
は
魅
力
の
な
い

も
の
に
な
り
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
忘
却
に
よ
り
歴
史
的
距
離

が
生
ま
れ
る
。
歴
史
的
に
隔
て
ら
れ
た
二
人
の
人
間
に
と
り
、
同
じ
よ
う
に
考

え
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
同
じ
観
察

か
ら
同
じ
結
論
に
い
た
る
こ
と
が
困
難
に
な

る
。
忘
却
さ
れ
た
も
の
は
、
発
掘
の
可
能
性
を
持

つ
。
こ
こ
に
、
過
去
に
関
わ

る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
新
し
い
発
見
の
可
能
性
が
現
れ
る
。

人
文
科
学
に
お
け
る
業
績
は
、
自
然
科
学
の
業
績
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
個
人

の
刻
印
を
受
け
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
業
績
は
、
ま
さ
に
そ
の

人
に
し
か
可
能
で
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
人
の
信
念
構
造
の

形
成
に
は
、
個
人
的
な
経
験
が
至
る
と
こ
ろ
で
関
係
し
て
お
り
、
人
文
科
学
の

彼
の
業
績
に
現
れ
る
信
念

の
表
明
は
、
し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
刻

印
に
影
響
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
信
念
構
造
の

一
部
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
業
績
を
理
解
す
る
た
.め
に
は
、
そ
の
業
績
だ
け
の
評
価

を
越
え
て
そ
の
著
者

の
信
念
構
造
全
体
と
の
対
話
が
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
著
者
の
持

つ
信
念
構
造
の
要
素
の
多
く
の
も
の
が
伝
承
と
い
う

手
段
に
よ
り
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
な
ら
、
我

々
は
、
そ
の
著
者
が
何
故
そ
の

よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
著

者

へ
の

「信
念
の
影
響
史
」
を
た
ど
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
信

念
の
影
響
史
は
実
に
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
[
12
b
]
や

[13
b
凵
で
述

べ
た
よ
う
に
過
去
の
著
作
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
我
々
の
信
念
構
造
を
形
作
る

要
素
の
多
く
が
、
ま
た
、
歴
史
的
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ガ
ダ

マ
ー
の

哲
学
的
解
釈
学
の

一
つ
の
意
義
は
、
信
念
の
影
響
史
と
い
う
認
識
活
動
の
歴
史

的
背
景
ー
ガ
ダ

マ
ー
は
こ
れ
を

「影
響
作
用
史
」
(耄
貯
ざ
昌
αq
ω鴨
ωo臣
o洋
Φ
)

と
呼
ぶ
ー
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「解
釈
」
と
い
う
作
業
を
正
し
く

位
置
づ
け
た
こ
と
に
あ
る
。

6

学
問
に
お
け
る
信
念
の
伝
承
と
改
変

自
然
科
学
に
お
い
て
も
人
文
科
学
に
お
い
て
も
、
信
念
の
伝
承
と
改
変
の
問
題

が
存
在
す
る
。
内
q
巨

(H㊤
O
トコ
)
の
議
論
は
、
自
然
科
学
に
お
け
る
信
念
構
造

の
問
題
に
対
応
し
、
○
巴
簿
ヨ
奠

(H
㊤
OO
)
の
議
論
は
、
人
文
科
学
に
お
け
る

信
念
構
造
の
問
題
に
対
応
す
る
。
両
者
に
共
通
す
る
認
識
論
的
テ
ー
ゼ
は
、[
1
]

で
述
べ
た
よ
う
に
、
認
識
は

「パ
ラ
ダ
イ
ム
」
」や

「
地
平
」
と
呼
ば
れ
る
認
識

12



基
盤
を
背
景
に
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
両
老
を
隔
て

て
い
る
の
は
、
第

一
に
、
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
通
常
科
学
を
支
え
る
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
共
有
と
い
う
あ
る
専
門
領
域
に
関
す
る
信
念
構
造
の
共
有
渉
集
団
の

構
成
員
の
間
に
可
能
に
な
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
科
学

に
お
け
る
信
念
構
造
の
部
分
的
伝
承
が
人
文
科
学
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
に
起

こ
り
う
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

自
然
科
学
の
学
問
領
域
で
は
、
・何
が
基
礎
的
理
論
で
あ
り
、
何
が
観
察
言
明
で

あ
り
、
何
が
補
助
仮
説
で
あ
る
か
は
、
比
較
的
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
ク
ー
ン

の
言
う
通
常
科
学
の
段
階
で
は
、
科
学
老

a
か
ら
b

へ
の
あ
る
専
門
領
域
で
の
.

信
念
塊
X
の
伝
達
に
よ
り
、
信
念
構
造
へ
の
X
の
位
置
づ
け
が
b
に
お
い
て
も

a
の
も
の
と
類
似
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
ク
ー
ン

の
言
う
危
機
の
時
代
で
は
、も
は
や

こ
の
こ
と
は

一
般
的
に
は
成
り
立
た
な
い
。

そ
れ
は
、
競
合
す
る
基
礎
理
論
間
の
位
置
づ
け
が
科
学
者
た
ち
の
間
で

一
致
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
人
文
科
学
に
お
い
て
は

、
信
念
塊
の
順
序
の
伝
承
は
、
さ
ら
に
困
難

に
な
る
。
あ
る
本
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
て
も
、
語

ら
れ
て
い
る
信
念
塊
の
間
の
順
序
は
、
語
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
く
、
推
測

す
る
し
か
な
い
。
だ
か
ら
、
人
文
科
学
に
お
い
て
は
、
著
者
の
信
念
構
造
を
再

構
築
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

ま
た
、
信
念
構
造
の
大
規
模
な
改
変
も
自
然
科
学
と
人
文
科
学
で
は
異
な
る
。

人
文
科
学
の
領
域
で
は
、
た
い
て

い
、
信
念
構
造
の
大
規
模
な
改
変
は
、
個
人

レ
ベ
ル
や
小
集
団
レ
ベ
ル
に
限
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
自
然
科
学
の
信
念
は
、
多
く
、
新
し
く
学
習
さ
れ
て
得
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
コ
学
習
者
は
、
新
し
い
世
界
の
記
述
法
を
学
ぶ
の
で
あ
る
っ
こ
れ
に
対

し
、.
過
去
に
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
読
む
者
は
、
多
く
の
場
合
、・
そ
の
テ
キ
ス

ト
と
批
判
的
に
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
キ
ス
ト
が
提
示
す
る
主
張
は
、

し
ば
し
ば
、
読
者
が
そ
れ
ま
で
持

っ
て
い
た
主
張
と
幾
つ
か
の
点
で
あ
い
い
れ

な
い
。
そ
こ
で
、
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
る
信
念
塊
の
伝
承
は
、
と
き
お

り
、
読
者
に
信
念
構
造
の
部
分
的
改
訂
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
テ
キ
ス
ト
に
著

さ
れ
た
著
者
の
信
念
体
系
の

一
部
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
の
信
念
構
造

が
改
変
し
て
い
く
過
程
は
、
ガ
ダ

マ
ー
が

「
地
平
の
融
合
」
.と
い
う
語
に
よ
り

(11
)

表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
深
く
関
係
す
る
。
現
在
な
お
読
ま
れ
て
い
る
著
作

は
、
歴
史
の
中
に
過
ぎ
去

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ

り
馬
読
者
の
信
念
構
造
や
価
値
体
系
の
変
更
を
迫

っ
た
り
、
読
者
が
持
つ
の
と

は
別
様
の
考
察
が
あ
る
こ
と
を
現
時
点
に
お
い
て
教
え
る
も
の
で
あ
る
。

7

言
語
と
共
有
信
念
の
問
題

国
信
ぎ

(H
㊤O
b。
)
は
、
危
機
の
時
代
に
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
従

っ
て
研
究
す
る

者
同
志
の
間
で
の
通
約
不
可
能
性

(ぎ
oo
日
日
Φ口
の霞
鋤
σ
監
蔓
)
の
問
題
、
つ
ま

り
互
い
の
議
論
が
か
み
あ
わ
な
い
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
丹
治

(
H
Φ
Φ
①
)
は
、
こ
の
理
解
可
能
性
に
関
す
る
問
題
を
、
科
学
の
場

(12
)

面
だ
け
で
な
く

一
般
の
言
語
共
同
体
に
お
け
る
問
題
と
し
て
考
察
す
る
。
丹
治

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
言
語
の
理
解
は
、
そ
の
言
語
共
同
体
の
メ
ソ
バ
ー
に

共
有
さ
れ
て
い
る

「信
念
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
分
離
で

き
な
い
」
(O
・H譲

)
。
こ
の
節
で
は
、
丹
治

(一㊤
㊤
①
)

の
提
起
し
た
問
題
を
本

認識の歴史性13



稿
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

あ
る
言
語
社
会
の
中
に
育
ち
、
そ

の
言
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
社
会

で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
多
く

の
考
え
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

(13
)

る
。
し
か
し
、

一
般
に
ど
ん
な
人
間
も
全
く
同
じ
こ
と
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
も
し
、
信
念

の
共
有
が

言
語
の
共
有
と
同

一
視
さ
れ
る
な
ら
、
ど
ん

な
人
々
も
言
語
を
共
有
で
き
な
く

な

っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
同

一
言
語
を
共

有
す
る
た
め
の
信
念
の
共
有
と
は

、
程
度
の
問
題
だ
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
同
じ
言
語
を
語
る
た
め
に
は

、
同
じ
語
彙
や
同
じ
構
文
論
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
同
じ
言
語
を
話
し
て
い
る
と
言
う

た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
文
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
り
理
解
し
あ
え
る
た
め

に
は
、
い
わ
ゆ
る

「判
断
の

一
致
」
が
必
要
と
な
る
。
「
判
断
の

一
致
」
は
、

本
稿

の
立
場
で
は
、
「
あ
る
信
念

の
付
加
か
ら
同
じ
結
論
を
導
き
出
す
」
こ
と

に
相
当
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
判
断
の

一
致
に
は
、
問
題
と
な

っ
て
い

る
領
域
に
関
す
る
信
念
構
造
が
大
幅
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

曾
)

る
。

[
7
凵
で
定
義
さ
れ
た
信
念
塊
の
伝
承
は
、
歴
史
的
伝
承
だ
け
に
あ
て
は
ま
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
専
門
家
か
ら
素
人
へ
の
信
念
塊
の
伝
承
に
も
あ
て

は
ま
る
。
あ
る
物
質
が
金

(σq
o
匡
)
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
素
人
の
言
明

の
正
し
さ
は
、
専
門
家
の
信
念
を
基
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
素
人

が
何
を
信
じ
て
い
る
か
は
、
あ
く
ま
で
、
そ
の
人
の
信
念
体
系
に
依
存
し
て
決

め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
人
が
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
そ
の
人
は
信
じ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
の
主
張
の
正
し
さ
は
、

公
の
基
準
に
よ
り
判
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
素
人
の
金
に
つ
い
て
の
信
念
は
、

専
門
家
の
知
識
の
ご
く

一
部
し
か
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
あ
る
金
属
が
金
で
あ

る
か
ど
う
か
の
判
定
に
は
不
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
人
が
、
「
こ
れ
は
金

だ
」
と
主
張
す
れ
ば
、
こ
の
主
張
の
正
当
性
は
、
化
学
の
専
門
家
の
判
断
に
ゆ

(15
)

だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
主
張
の
真
偽
に
関
す
る
判
定

に
つ
い
て
は
、
バ
ト
ナ
ム
の
言
う

「言
語
の
社
会
的
分
業
」
が
成
立
し
て
い
る

(り
皿
け口
鋤ヨ

(H
㊤
刈
α
)
参
照
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ン
の

考
え
て
い
た
信
念
総
体
の
経
験
に
よ
る
テ
ス
ト
は
、
社
会
的
次
元
に
ま
で
拡
張

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
理
論
↓
一を
支
持
し
、
そ
れ
と
競
合
す
る
理
論
↓
"・

に
反
論
を
加
え
る
た
め
の
実
験
は
、
そ
の
理
論
家
自
身
で
は
な
く
、
理
論
ゴ

を
完
全
に
は
理
解
し
て
い
な
い
実
験
家
に
よ

っ
て
も
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
あ
る
分
野
で
の
新
し
い
理
論
の
登
場
が
別
の
近
接
す
る
分
野
で
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
た
理
論
を
揺
る
が
す
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。例
え
ば
、

19
世
紀
後
半
に
お
け
る
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
電
磁
気
学
の
確
立
が

ニ
ュ
ー
ト
ン

力
学
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
り
、
20
世
紀
初
期
に
提
案
さ
れ
る
相
対
性
理
論
を

準
備
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
言
語
の
社
会
的
分
業
」

と
い
う
事
実
は
、
学
問
に
お
け
る
権
威
の
確
立
と
権
威
間
の
基
本
的
信
念
体
系

の
整
合
性
を
要
請
す
る
。
こ
の
要
請
は
、
科
学
を
統

一
的
方
向

へ
と
導
く
こ
と

(16
)

に

な

る

。ま
と
め

本
稿
で
は
、
中
山

(
お
㊤
α
)
で
定
義
さ
れ
た
信
念
構
造
の
理
論
T
B
S
を
用

い
て
歴
史
的
次
元
を
考
慮
し
た
動
的
全
体
論

(身
蠧
巨
o

げ
o房
茸
)
の
構
想

14



を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
を
厳
密
に
す
る
と
と
も
に
、
信
念

聞
の
順
序
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら

の
信
念
の
起
源
を
問
う
こ
と
に
よ
り
、
信
念
構
造
の
歴
史
性
と
社
会
性
を
明
ら

か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
拡
張
に
よ
り
、
ク
ー
ン
の
科
学
哲
学
や
ガ
ダ

マ
ー
の
哲

学
的
解
釈
学
の
基
本
的
考
え
を
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
。

1注

 

(
2

)

解

釈
学
的
哲
学
と
分
析
哲

学
を
結
び

つ
け
よ
う
と

す
る
点
で
、
本
稿

の
試

み

は

幻
o
噌蔓

(
H
り
刈
ゆ
)
の
試
み
に
通
ず
る
と

こ
ろ
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も

し
れ

な
い
。
し
か
し

、
本
稿

の
立
場
は
、
新
し

い
認
識
論

を
構

築
す
る
試

み

で
あ

る
と
い
う
点
で
、
図
自
な

(
昌
O
刈
㊤
)

の
立
場

と
対

立
す
る
。

ロ
ー

テ
ィ

に
よ

れ
ば

、
「
解
釈
学
と

は
、
認
識

論
の
終
焉

に
よ

っ
て
空

け
ら
れ
た

文
化

的
空
間
は

こ
れ
か
ら
も
満
た
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望

…

を
表
明

す
る
も
の
」

(邦
訳

歹
ω
①
c。
)

で
あ

る
。

こ
れ

に
対
し
、
本
稿

の
試
み
は
、
解

釈
学

を
新

し

い
認

識
論

の
中

に
位
置
づ

け
説

明
し

よ
う
と

す
る

も
の

で
あ

る
。

つ
ま
り

、
本
稿

の
試
み
自
体
は

、
ロ
ー
テ

ィ
が
批
判
す
る
伝
統
的
認

識

論
の
流
れ
の
中
に
あ

る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ

る
べ
き

で
あ
る
。

1
9
9
0
年
代

の
ク
ー

ソ
は
、
ガ
ダ

マ
ー

に
か
な

り
近

い
立
場
を
表
明
し

て

い
る
。
例
え
ば

、
閑
島

ロ

(
一
㊤
⑩
H
)

で
は
、
「
私

の
こ
れ
ま

で
の
論
点
は

、
ど

ん
な

時
代
の
自
然
諸
科
学

も
、
現

行
世
代

の
従
事
者

が
す
ぐ
前

の
世
代
か
ら

継

承
す
る

一
群

の
概
念

に
基
づ

い
て

い
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
う

い

っ

た

一
群

の
概

念
は
歴
史
的
所
産
な

の
で
あ
り
、
現
行

の
従
事

者
が
訓
練
に
よ

っ
て
手

ほ
ど
き
を
受
け
る
文
化

に
埋

め
込

ま
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
部
外
老

に
と

っ
て
は

、
歴
史
家
や
人
類
学
者

が
ほ
か

の
思
考
形
式
を

理
解

す
る
よ
う

に
な
る
よ
う
な
解

釈
学
的
技
法
を
通

し
て
で
な
く
て
は
手

に
入
れ

に
く
い
も

の
な

の
で
あ

る
。
私

は
と
き
ど
き
そ
れ
を
特
定
時

期

の
科
学

の
解
釈

学
的
規

(
3
)

(4
)

(5
)

(6
)

定

(げ
Φ『
旨P
Φ
】PΦ
亘
け一〇
び
9
ω
凶ω
)
と
し
て
語

っ
て
き
た

し
、
あ
な
た
が
た
も
そ
れ

が
私
が
か

つ
て
パ

ラ
ダ
イ

ム
と
呼
ん

だ
こ
と
が
ら

の
意
味

の

}
つ
と
か
な
町

似
て

い
る

こ
と
に
気
づ
か
れ
た
か
も
し
れ
な

い
。
」

(邦
訳

唱
・H
O
q
)
と
語
ら

れ
る
。

こ
こ
で
、
ク
ー

ン
が
言
う

コ

群

の
概
念

」
は
、
第
2
節

で
導

入
さ

れ
る
文
集

合
と
し

て
の

「
信
念
塊
〔

に
対

応
す
る
。

そ
し

て
、
「
信
念
塊

の

伝
承
」

は
、
本
稿

の

[
7
]

に
お

い
て
定
義
さ
れ
て

い
る
。

野
家

(
ち
Φ
ω
)
に
お
い
て
も
、

ク
ー

ン
の
科
学
哲
学
を
解
釈
学
と
合
体
さ
せ

る
試

み
が

見
ら
れ

る
。

し
か

し
、
「
「
科

学

の
解

釈
学
」

の
目
指

す
も

の
」

(
目
㊤
G。
卜。
)

に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
野
家

の
意
図
は
、

ク
ー

ン
の
科
学
哲
学

の
考
察
を
解

釈
学
の
言
語
に
翻
訳
す

る
こ
と
に
あ
る
。

こ
れ

に
対

し
、
本
稿

の
試
み
は

、
歴
史
的

次
元
を
包
括
す

る
全
体

論
的
認
識
論
構
築

の
試

み
で
あ

り
、

ク
ー
ソ
の
科
学
哲
学
も
ガ
ダ

マ
ー
の
解

釈
学
も

こ
の
認
識
論
を

用
い
て

分
析

・
記
述

さ
れ
る
対
象
と
な

っ
て
い
る
。

〉
は
反
反
射
律

と
推

移
律
を
満

た
す
関
係
で
あ
り

、
～
は
反
射
律
と
対
称
律

と
推
移
律
を
満
た
す
関
係

で
あ

る
。

こ
れ

に
対
し

、
O
践

Φ
ほ
o
議

(6

co
QQ
)

の

「
信
念
集
合
」

(
び
亀

既

ω
簿
)

は
、

あ

る
信

念
体

系
か
ら
帰
結
す

る
文
を
す
べ

て
集
め
た

も
の
と
規
定

で
き
る

。

そ
れ
は

、
推

論
万
能
者

の
認
識
状
態

を
表
わ
し

て
い
る
と
考

え
る

こ
と
が

で

き
る
。

保
守
主
義
は

「
ノ
イ

ラ
ー
ト
の
船
の
原
則
」

に
通
ず

る
も

の
で
あ

る
。
ま
た
、

ゲ
ル
デ

ン
フ

ォ
ー
ス
ら

の
A
G

M
モ
デ

ル
に
お
け
る

「
最
小
変
更

の
原
則
」

は
、

こ
の
ク
ワ
イ

ソ
の
保
守
主
義
を
究

極
ま
で
押
し
進
め
た

も
の
と
言
え
る

(O
鋒

①
ほ
o
窃

(日
㊤
Q。
。。
)
参

照
)
。
A
M
G

モ
デ
ル

に
お
け

る
信
念
改

訂
が
、

小
規
模
な
信
念
改
訂
だ
け
を
視
野
に
入
れ

て
い
る
こ
と
は

、
O
毬
9

ho
屋

俸

図
o
簿

(
H
Φ
り
α
)

に
お

い
て
も
指
摘

さ
れ
て
い
る

(
冨

.Q。
Q。
ー
ト
O

参
照
)
。
中

山

(
H
O
り
刈
p
)

が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
A
G
M

モ
デ

ル
は
、
人
間
の
認

識

の
記
述
と
見

る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
強
く
理
想
化
さ
れ
て
い
る

(唱
.鳶

参

認識の歴史性15



(
7
)

(8
)

(9

)

(10

)

照
)
。
ク
ワ
イ

ソ
の
保
守
主
義

に
は
弱

い
保
守
主
義
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う

が
、

A
G
M
モ
デ
ル
は
最
強

の
保
守

主
義
し
か
表
現

で
き

な

い
。
T
B
S

の
枠
組

み
の
利
点

は
、
A
G
M

モ
デ

ル
の
よ
う
な
強

い
理
想
化

を
持

ち
込
ま
な

い
た

め

、
広

い
範
囲

の
問
題
に
適
用
可
能
な
と

こ
ろ
に
あ
る
。

ρ
巳
昌
Φ

(h
㊤
⑩
ω
)
で
は
、
「
観
察
文
」
は
次

の
よ
う

に
規
定
さ
れ

て
い
る
。
「
そ

れ
ら

は

「
寒

い
」
、
「
雨
が
降

っ
て
い
る
」
、
「
そ
れ
は

ミ
ル
ク
で
あ
る
」
、
「
そ

れ
は
犬

で
あ

る
」
と

い

っ
た
類

い
の
文

、

つ
ま
り

、
関
係
す

る
感
覚
受
容
器

が
触
発

さ
れ

て
い
る
と

「き

に
問

わ
れ
た
な
ら

、
そ
れ

に
対
し

て
反
省
を
ま
じ

え
る
こ
と
な
く

即
座

に
同
意
す

る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
学
ん

で
し
ま

っ
て
い

る
よ
う

な

、
そ

う

い

っ
た
類

い
の
文

で
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。
」

(邦

訳

唱
.H
ω
。。
)

こ
こ
で
、
[
9

c
]
と

[
9

e
凵
の
適

用
が
両
立
し
な

い
場
合
が
あ
り
う

る
こ

と

に
注
意

し
た

い
。
今
ま

で
信
じ

ら
れ

て
い
た
事
柄
と
明
ら

か
に
矛
盾

す
る

観
察
は
、
錯
覚
で
は
な
い
の
か
と
疑

わ
れ
た
り
す

る
。

つ
ま
り
、

[
9

c
凵
と

[
9

e
凵

の
原

則
は
絶

対
的
な
も

の
で
は
な
く
、
両
原
則

の
適

用
に
関
し
微

妙
な
調
整
が
必
要
に
な
る
時
も
あ
る
の
で
あ

る
。

O
銭
餌
ヨ
臼

(
H
ゆ
①
O
)

に
お
け

る

「
地
平
」
と

い
う
語

の
規
定
は
明
確
な
も

の

で
は
な

い
。
「
地
平
と
は

、

一
点
か

ら
見
え
る
も

の
す

べ
て
を
包
括

し
、
包

囲
す
る
よ
う
な
視

圏
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
思
惟
的
な
意
識

に
適
用
し

て
、

地
平
の
狭
さ
と
か
、
地
平
を
拡
大

し
う

る
こ
と
、
新
た
な
地
平
を
開
く

こ
と
、

等

々
の
言

い
回
し
を
す
る
。
と
く

に
ニ
ー
チ

ェ
と

フ

ッ
サ
ー

ル
以
来

の
哲
学

の
用
語
法

で
は

、
思
惟

が
自
己

の
有
限
的

な
規

定
性
に
拘
束
さ
れ

て
い
る

こ

と
と
か
、
視

圏
が

一
定

の
規
則
を
も

っ
て
拡

が

っ
て

い
る

こ
と
と

か
を
特
徴

づ
け
る
た

め
に
、

こ
の
地

平
と

い
う
言
葉
が

使
わ
れ
た

。」

(O
b
◎。
◎

邦

訳

唱
・b。
8

)

拡
張
は
、
共
有
信
念

の
累
積
に
相
当
し

、
国
q
ぎ

(
H
Φ
①
卜⊃
)

で
は

「
通
常
科

学
」

の
時
代

に
起

こ
る
と
さ
れ

て
い
る

。
ま
た
、
累
積
的
で
な

い
変
化

と
し

(
11
)

(12

)

(13
)

(
14
)

て
の
変
転
は

、
「
科
学
革
命
」
に
相
当
し
て

い
る
。

古
典

的
著

作
を
読
む

こ
と
は
自

ら
の
信
念
体
系

の
正
当
性

を
吟

味
す
る
作
業

と
平
行

し
て
進
み
う
る
。

こ
の
よ
う

な
自
ら

の

「
先
入
見
」

の
変

更
を
う
な

が
す
よ
う
な
理
解
は
○
巴
o
ヨ
興

(
一
㊤
①
O
)

の

「
地
平

の
融
合
」

の

一
側
面
を

表
し

て
い
る

"
「
実
際

、
わ
れ
わ
れ
が
自
分

の
あ
ら
ゆ

る
先
入
見
を
不
断

に
吟

味
せ

ね
ば

な
ら
な

い
こ
と
を
考

え
れ
ば

、
現
代

の
地
平
は

、
不
断

の
形
成
活

動

の
な
か

で
把
握
さ
れ

て
い
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し

た
が

っ
て
、
現
代

の
地
平
は
過

去
な
し
に
決
し

て
形
成
さ

れ
な

い
の
で
あ
る

。
現
代

の
地
平
が

そ
れ
だ
け

で
存
在

す
る
わ
け

で
も
な

い
し
、
わ
れ
わ
れ
が
獲
得

せ
ね
ば
な
ら

な

い
歴
史
学

的
な
地
平
が
そ
れ
と

し
て
存

在
す
る
わ
け

で
も
な

い
。
む
し
ろ

理
解
と
は

、

つ
ね
に
、
そ
れ
だ
け

で
存
在

し
て

い
る
か

の
ご
と

く
思
わ
れ
て

い
る
も
ろ
も
ろ
の
地
平
が
融
合
し
て
く
る
過

程
な

の
で
あ

る
。」

(b
b
Q。
ρ

邦

訳

卩
b。
旨
)

丹
治

(昌
O
㊤
O
)
は

、
「
準

1
同

一
」
な

言
語

を
可
能

に
す
る
た
め
に
、
「
補
償

の
原
理
」
と

い
う

も
の
を
導
入
す
る
。

し
か
し
、
同

一
の
言
語
を
話

し
な
が

ら
我

々
は
常

に
他
者

を
理
解
で
き

て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た

、
理
解

に

は
様

々
な

レ
ベ
ル
の
も
の
が
あ
る
。

つ
ま
り

、
同

一
な
言
語
を
話

す
と
い
う

こ
と
と
そ

の
言
語

で
話
さ
れ
た
発
話
を
理
解
す

る
と
は
別

の
事
柄

で
あ

る
。

同

一
な
言
語
を
話
す

と
い
う

こ
と
は
、
話
さ
れ

た

こ
と
が
理
解
さ
れ

る
こ
と

を
確
実
に
す
る
わ

け
で
は
な

い
。
本
稿

で
は
、
中
山

(
H
㊤
ゆ
討

)
と
同
様
、
「
あ

る
発
話
を
理
解
す

る
と
は
、
自
ら

の
信
念
構
造

の
中
に
そ
、の
発
話
さ
れ

た
主

張

を
適
切

に
位
置
づ
け
る
作
業
」

(O
.O
刈
)

で
あ

る
と
考

え
る
。

逆
に
、
そ

の
社
会

の
中
に
意
識
的

に
分
離

し
た
小

集
団
を
作
り
出
す

一
つ
の

道
は
、
他

の
人

々
が

用
い
な
い
言
語
使
用
を
部
分

的
に
導
入
す
る

こ
と

に
よ

り
し
ば
し
ば
達
成
さ

れ
る
。
そ
し

て
、
哲
学
者
達

の
造

語
も

こ
の
よ
う
な
現

象

の

一
つ
で
あ

っ
た
と
見

る
こ
と
も

で
き
よ
う
。

理
解

や
不

一
致

の
確
認
が

可
能
と
な
る
た
め

に
は
信
念
総

体
の
大
幅
な

一
致

16



(
15
)

(16
)

を

前

提

に

す

る

こ
と

が

必

要

に

な

る

と

い
う

考

え

は

、

∪
餌
く
乙

ω
o
昌

(δ
QQ
心
)

の

「
寛
大

の
原
理
」

(b
二
昌
9
覧
Φ

o
h

o冨

鼻
嘱
)

に
通
ず

る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し

、
デ

ィ
ヴ

ィ
ド

ソ
ン
の
全
体
論

は
、
真
理

の
概
念
を
中

心

に
す
え
た
も

の
で
あ
り

、
全
体

と
し

て
は
矛
盾

し
う

る
信
念
領
域
を
視
野

に

入
れ
た
信
念
構
造

の
理
論
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
。

私

は
、
信
念
内
容
が
言
語

の
社

会
的
分
業
に
依
存
す

る
と
は
考
え
な

い
。
依

存

す
る
の
は
、
主
張
さ
れ

た
文

の
真
理
値
で
あ

る
。
こ
う

主
張
す
る

こ
と

に

よ
り

、
私

は
、
真
理
値

の
担

い
手
は
思
想
で
あ
り

、
信
念
内
容

は
思
想
と
同

一
で
あ

る
と
す
る

フ
レ
ー

ゲ
の
テ
ー
ゼ

を
否
定
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
全
体

論

の
立
場

を
取

る
か
ぎ
り

フ
レ
ー
ゲ
の
思
想
に

つ
い
て
の
考

え
を
否
定
す
る

の
は
当
然

で
も
あ
る
。
ま
た
、
信
念
体
系

が
著
し
く
異
な
.る
者

同
志

の
間

の

信
念
帰
属

の
実

践
は
困
難

に
な

る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な

ら
、
同

一
の
文

を
両
者
は
異

な

っ
て
理
解
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
が

P
と
い
う

文
に

よ
り
表

現
さ
れ

る
こ
と
を
異

な

っ
て
理
解
し

て
い
る
な
ら

、
「
彼
は

P
と

い

う

こ
と
を
信
じ

て

い
る
」
と
そ

の
う
ち

の

一
人
が
他

の

一
人
を

さ
し
て
言
う

こ
と

の
意
味
が

不
明
瞭

に
な

っ
て
し
ま
う
。
同
様

の
問
題
は
、
乞
肄

契
p
日
9

(H
O
り
◎o
)
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。

田
中

(
一
㊤
㊤
α
)

が
論
じ
て

い
る

「
自

然
の
階
層
構
造

」
の
問
題
も

、
「
言
語

の
社
会
的
分
業
」

か
ら
説
明
で
き

る
か
も

し
れ

な
い
。

つ
ま
り

、
そ
れ

ぞ
れ

の

「
自
然

の
階
暦
」

に
は
、
そ

の
研
究

に
専
門

的
に
従
事
し
、
そ

の
領
域

の

言
語
使
用
や
事
実
判
断

に

つ
い
て
責
任
を
持

つ
よ
う

な

「
権
威
者
た
ち
」
が

対
応

す
る
と
考

え
る
の
で
あ

る
。
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                Historical Dimension of Knowledge 

                        Yasuo NAKAYAMA 

   This paper provides a sketch of an epistemology that deals with the historical dimension of 

knowledge. This is an attempt to uniformly describe Quine's holism, Kuhn's Philosophy of science, 

and Gadamer's philosophical hermeneutics. For this purpose, the Theory of Belief Structures (TBS) 
- that was a framework developed in Nakayama (1995) and used in Nakayama (1997a

, 1997b) 
- is applied . This is also an attempt to construct a dynamic holistic epistemology. The subject, a 

bearer of beliefs, is revealed as a historically situated being. 
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