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101－固定性概念の有用性と二つの可能性について 

 

固
定
性
概
念
の
有
用
性
と
二
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
山 

明
日
香 

 
  

要
旨 

  

本
稿
で
は
、「
固
定
性
（rigidity

）」
概
念
は
形
而
上
学
的
可
能
性
に
と
っ
て
の
み
重
要

で
あ
り
、
こ
の
特
徴
を
見
落
と
し
た
こ
と
が
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ラ
ポ
ル
テ
と
ス
テ
フ
ァ
ンP. 

シ

ュ
ワ
ル
ツ
と
の
間
に
固
定
性
概
念
を
め
ぐ
る
不
毛
な
論
争
を
も
た
ら
し
た
と
主
張
す
る
。 

 

ソ
ー
ル
・
ク
リ
プ
キ
は
『
名
指
し
と
必
然
性
』
に
お
い
て
、
固
有
名
の
固
定
性
概
念
を

用
い
て
可
能
性
を
考
察
す
る
。
こ
の
固
定
性
概
念
が
一
般
名
辞
に
適
用
可
能
か
ど
う
か
を

め
ぐ
っ
て
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ラ
ポ
ル
テ
と
ス
テ
フ
ァ
ンP. 

シ
ュ
ワ
ル
ツ
と
の
間
に
は
こ
こ
数

年
い
く
つ
か
の
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
典
型
的
な
議
論
に
お
い
て
、

両
者
の
見
解
は
す
れ
違
っ
て
い
る
。
特
に
顕
著
な
の
は
、
一
般
名
辞
の
指
示
対
象
を
め
ぐ

る
問
題
に
お
い
て
で
あ
る
。 

 

こ
の
す
れ
違
い
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
固
定
性
の
関
わ
る
重
要
な
側
面
を
彼
ら
が
と

も
に
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
固
定
性
は
私
た
ち
の
直
観
的
な
可
能

性
理
解
を
支
え
、
名
前
と
対
象
と
の
関
係
を
保
つ
概
念
で
あ
る
。
第
二
に
、
固
定
性
概
念

は
二
種
類
の
可
能
性
概
念
と
関
係
す
る
。
こ
こ
で
二
種
類
の
可
能
性
と
は
、
認
識
論
的
可

能
性
と
形
而
上
学
的
可
能
性
で
あ
る
。
第
三
に
、
固
定
性
は
形
而
上
学
的
可
能
性
に
と
っ

て
特
化
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
ラ
ポ
ル
テ
の
固
定
性
理
解
は
形
而
上
学
的
可
能
性
に
属
し
、
シ

ュ
ワ
ル
ツ
の
理
解
は
認
識
論
的
可
能
性
に
属
す
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
可
能
性
の
片
方
の

み
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
両
者
の
固
定
性
理
解
は
と
も
に
不
十
分
で
あ
る
。

最
後
に
、
固
定
性
概
念
が
そ
も
そ
も
直
観
的
概
念
で
あ
る
た
め
、
形
式
化
す
る
こ
と
は
非

常
に
難
し
い
と
結
論
す
る
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

固
定
性
、
ソ
ー
ル
・
ク
リ
プ
キ
、
記
述
主
義
、
一
般
名
辞
、
二
つ
の
可
能
性 
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０
．
は
じ
め
に 

 

 

ソ
ー
ル
・
ク
リ
プ
キ
は
一
九
七
二
年
に
『
名
指
し
と
必
然
性
』
の
中
で
、
可

能
世
界
を
用
い
て
様
相
概
念
を
分
析
し
た
。
そ
の
際
同
書
に
お
い
て
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
「
固
定
性
（rigidity

）
」
概
念
で
あ
る
。
彼
は

こ
の
固
定
性
概
念
を
提
示
す
る
際
、
二
種
類
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
認
識
論
的

可
能
性
と
形
而
上
学
的
可
能
性
と
を
示
し
た
。
本
稿
は
、
固
定
性
概
念
は
形
而

上
学
的
可
能
性
に
と
っ
て
の
み
重
要
で
あ
り
、
こ
の
特
徴
を
見
落
と
し
た
こ
と

が
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ラ
ポ
ル
テ
と
ス
テ
フ
ァ
ン 
Ｐ
．
シ
ュ
ワ
ル
ツ
と
の
間
に
固
定
性

概
念
を
め
ぐ
る
不
毛
な
論
争
を
も
た
ら
し
た
と
主
張
す
る
。 

 

ク
リ
プ
キ
は
『
名
指
し
と
必
然
性
』
前
半
で
固
定
性
概
念
を
固
有
名
の
例
で

論
じ
た
が
、
後
半
に
お
い
て
固
定
性
概
念
の
適
用
範
囲
を
自
然
種
名
へ
と
拡
張

す
る
。
し
か
し
指
示
対
象
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
拡
張
に
は
問
題
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
名
辞
の
指
示
対
象
が
固
有
名
の
場
合
と

同
様
に
固
定
的
で
あ
り
う
る
の
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
固
定
性
概
念
が
一
般
名

辞
に
対
し
て
適
用
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ラ
ポ
ル

テ
と
ス
テ
フ
ァ
ン 

Ｐ
．
シ
ュ
ワ
ル
ツ
と
は
こ
こ
数
年
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
い

く
つ
か
や
り
と
り
を
交
わ
し
て
い
る
が
、
両
者
の
見
解
は
対
立
す
る
と
い
う
よ

り
す
れ
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
両
者
の
固
定
性
概

念
の
理
解
を
明
示
し
、
す
れ
違
い
の
発
端
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

次
に
両
者
の
す
れ
違
い
に
お
い
て
、
彼
ら
が
互
い
の
固
定
性
理
解
へ
歩
み
寄

ろ
う
と
し
な
い
こ
と
と
共
に
、
固
定
性
の
関
わ
る
重
要
な
側
面
を
両
者
と
も
考

慮
に
入
れ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
固
定
性
が
私
た
ち
の
も
つ
直
観
的
な
可
能

性
概
念
の
展
開
を
支
え
、
対
象
と
の
関
係
を
保
つ
概
念
で
あ
る
と
い
う
ク
リ
プ

キ
の
ア
イ
デ
ア
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う
二
種
類
の
可
能
性
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で

二
種
類
の
可
能
性
と
は
、
認
識
論
的
可
能
性
と
形
而
上
学
的
可
能
性
の
こ
と
を

い
う
。
ク
リ
プ
キ
に
と
っ
て
固
定
性
は
形
而
上
学
的
可
能
性
に
と
っ
て
特
化
さ

れ
て
お
り
、
二
つ
の
可
能
性
概
念
は
異
な
っ
て
い
る
。
以
上
に
み
た
ク
リ
プ
キ

の
ア
イ
デ
ア
は
ラ
ポ
ル
テ
と
シ
ュ
ワ
ル
ツ
と
い
う
二
人
の
論
者
の
固
定
性
理
解

に
影
響
を
与
え
、
彼
ら
は
不
十
分
な
理
解
を
抱
え
た
ま
ま
互
い
に
批
判
し
あ
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て
両
者
の
や
り
と
り
を
見
直
す
こ
と
で
、

彼
ら
の
論
点
に
と
っ
て
固
定
性
概
念
の
理
解
の
相
違
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。 

  

１
．
固
定
指
示
の
考
え
方
と
そ
の
一
般
的
問
題 

 

 

ク
リ
プ
キ
が
そ
の
著
書
『
名
指
し
と
必
然
性
』
で
示
し
た
固
定
性
概
念
は
、

シ
ン
プ
ル
に
も
か
か
わ
ら
ず
様
々
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
こ
の
概
念
は
通

常
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
か
の
指
示
子
が
あ
ら
ゆ

る
可
能
世
界
（possible w

orld

）
に
お
い
て
同
じ
対
象
を
指
示
す
る
こ
と
。
こ

う
し
た
特
徴
を
も
つ
指
示
子
の
こ
と
を
、
ク
リ
プ
キ
は
「
固
定
指
示
子
（rigid 

designator

）」
と
呼
ぶ
。
反
対
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界
に
お
い
て
同
じ
対
象
を
指

示
し
な
い
指
示
子
は
、
「
非
固
定
ま
た
は
偶
然
的
指
示
子
（nonrigid or 

accidental designator

）
」
（K

ripke 1980, p.48

）
と
呼
ば
れ
る
。
ク
リ
プ
キ
の
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用
法
で
指
示
子
と
は
、
名
前
あ
る
い
は
固
有
名
と
、
確
定
記
述
の
両
方
を
指
し

て
い
る
（K

ripke 1980, p.24

）
。
ま
た
ク
リ
プ
キ
の
用
法
で
「
可
能
世
界
」
と

は
、
い
わ
ば
可
能
的
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
「
複
合
的
な
物
理
的

実
体
」
を
指
す
も
の
で
は
な
い
（K

ripke 1980, pp.15-18

）
。 

 

ク
リ
プ
キ
は
『
名
指
し
と
必
然
性
』
の
中
で
、
こ
の
固
定
性
概
念
の
適
用
範

囲
を
固
有
名
の
み
で
な
く
自
然
種
名
辞
へ
も
広
げ
て
い
る
。
こ
の
展
開
は
固
定

性
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
で
あ
り
、

今
回
取
り
上
げ
た
論
者
二
人
の
争
点
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
般
的
に
は

単
称
名
辞
か
ら
一
般
名
辞
へ
の
範
囲
拡
張
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

こ
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

「
ク
リ
プ
キ
」
の
よ
う
な
単
称
名
辞
の
場
合
、
指
示
対
象
は
個
体
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
そ
の
存
在
論
の
問
題
を
ひ
と
ま
ず
抜
き
に
す
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界
に
お
い
て
同
じ
個
体
を
固
定
的
に
指
示
す
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
「
ト
ラ
」
と
い
っ
た
一
般
名
辞
の
場
合
、
指
示
対
象
が

何
で
あ
る
か
に
共
通
の
見
解
が
な
く
、
各
可
能
世
界
に
お
い
て
何
を
固
定
的
に

指
示
し
て
い
る
の
か
は
単
称
名
辞
の
場
合
に
比
べ
て
不
明
瞭
で
あ
る
。
た
と
え

ば
そ
れ
は
個
々
の
ト
ラ
の
集
ま
り
か
も
し
れ
ず
、
ト
ラ
で
あ
る
と
い
う
特
性
な

の
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
な
に
か
別
の
抽
象
的
存
在
者
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
通
常
は
名
辞
が
指
示
す
る
の
は
そ
の
外
延
、
そ
の
名
辞
が
用
い
ら

れ
る
世
界
を
構
成
す
る
存
在
者
か
ら
な
る
特
定
の
集
ま
り
、
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
に
前
提
す
る
と
、
各
々
の
可
能
世
界
ご
と
に
そ
の
世
界
を
構
成
す
る

存
在
者
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
そ
の
た
め
各
々
の
世
界
で
一
般
名
辞
が

指
示
す
る
対
象
は
異
な
っ
た
構
成
を
も
つ
別
の
も
の
で
あ
り
え
、
そ
の
一
般
名

辞
が
あ
る
対
象
を
固
定
的
に
指
示
す
る
（
す
な
わ
ち
ど
の
可
能
世
界
で
も
同
じ

対
象
を
指
示
す
る
）
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

外
延
が
一
般
名
辞
の
指
示
対
象
と
し
て
適
当
で
は
な
い
な
ら
ば
、
他
に
候
補

は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
事
実
に
よ
り
、
固
有
名
か
ら
自
然
種
名
辞
へ
と

固
定
指
示
理
論
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
た
ク
リ
プ
キ
が
誤
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
疑
念
が
わ
く
。
ク
リ
プ
キ
が
正
し
い
と
言
え
る
た
め
に
は
、
少

な
く
と
も
自
然
種
名
辞
が
な
ん
ら
か
の
対
象
を
固
定
的
に
指
示
す
る
と
言
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。 

 

で
は
も
し
ク
リ
プ
キ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
自
然
種
名
辞
、
ひ
い
て
は
一
般
名
辞
が
指
示
す
る
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は

い
か
に
し
て
固
定
的
で
あ
り
う
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
ラ
ポ
ル
テ
と

シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
定
性
解
釈
か
ら
ま
っ
た
く
反
対
の
答
え
を
出

し
て
い
る
。 

  

２
．
ラ
ポ
ル
テ
の
見
解 

  

ま
ず
、
ラ
ポ
ル
テ
の
見
解
か
ら
始
め
た
い
。
彼
が
こ
の
問
題
に
答
え
る
仕
方

は
非
常
に
単
純
で
あ
る
。
以
下
を
見
て
み
よ
う
。 

 

「
も
し
種
類
指
示
子
（kind designators

）
が
そ
の
外
延
を
指
示
す
る
な
ら
ば
、

固
定
的
で
は
な
い
。
幸
運
に
も
、
こ
れ
ら
の
名
辞
が
指
示
す
る
も
の
に
関
し
て

別
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ベ
ア(1985, pp.129-135)

、

キ
ー
ス
・
ド
ネ
ラ
ン(1983, pp.90f.)

そ
し
て
フ
ァ
ブ
リ
ツ
ィ
オ
・
モ
ン
ダ
ド
ー
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リ(1978)

ら
は
み
な
、
種
類
指
示
子
は
種
類
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
抽
象
的
存

在
者
を
指
示
す
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
こ
と
は
ド
ネ
ラ
ン
が
そ
う
し
た

よ
う
に
、
ミ
ル
に
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
名
辞
を
「
抽
象
名
詞
（abstract 

nouns
）
」
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

「
抽
象
指
示
子
」
説
が
ど
の
よ
う
に
し
て
種
類
指
示
子
の
固
定
性
を
可
能
に

す
る
か
を
理
解
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
。
す
べ
て
の
可
能
世
界
に
お
い
て
指
示
さ

れ
う
る
も
の
の
問
題
は
、
次
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
種
類
指
示

子
は
ま
さ
に
同
じ
抽
象
的
種
類
．
．
（
あ
る
い
は
そ
の
他
の
存
在
者
）
を
指
示
す
る
、

た
と
え
も
し
各
々
の
種
類
を
例
示
し
、
そ
の
名
辞
の
外
延
を
形
作
っ
て
い
る
具
体

的
個
体
が
、
世
界
ご
と
に
変
わ
る
と
し
て
も
。」（LaPorte 
2000, p.294

） 

 

ラ
ポ
ル
テ
は
、
単
称
名
辞
が
具
体
的
な
個
体
を
指
示
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

一
般
名
辞
も
な
ん
ら
か
の
個
体
の
よ
う
な
存
在
者
を
指
示
し
て
い
る
と
考
え
た
。

そ
し
て
種
類
指
示
子
と
い
う
呼
び
方
で
一
般
名
辞
を
代
表
さ
せ
、
そ
れ
が
そ
も

そ
も
抽
象
名
詞
（abstract noun

）
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
種
類
（kind

）

と
い
う
抽
象
的
存
在
者
を
指
示
す
る
の
だ
と
提
案
す
る
。 

 

先
述
の
よ
う
に
、
外
延
を
指
示
す
る
場
合
に
は
各
可
能
世
界
で
含
ま
れ
る
個

体
が
異
な
る
せ
い
で
、「
ト
ラ
」
の
よ
う
な
一
般
名
辞
は
な
ん
ら
か
の
対
象
を
固

定
的
に
指
示
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
〈
ト
ラ
と
い
う
種
類
〉

を
指
示
す
る
と
想
定
す
れ
ば
、「
ト
ラ
」
と
い
う
「
種
類
指
示
子
」
は
ま
さ
に
こ

の
存
在
者
を
い
ず
れ
の
可
能
世
界
に
お
い
て
も
固
定
的
に
指
示
す
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ポ
ル
テ
は
こ
こ
で
ま
ず
、
単
称
名
辞
か
ら
一
般
名
辞
へ
の

拡
張
に
際
す
る
問
題
を
回
避
す
る
。 

 

ま
た
彼
は
、
自
然
種
名
辞
（natural kind term

）
で
は
な
い
せ
い
で
固
定
的

で
な
い
と
さ
れ
る
一
般
名
辞
、
た
と
え
ば
「
独
身
者
」
の
よ
う
な
人
工
種
名
辞

（artificial kind term

）
も
固
定
的
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る

（Laporte 2000, pp.298-299

）
。〈
独
身
者
と
い
う
種
類
〉
を
想
定
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
見
解
で
は
ど
の
よ
う
な
指
示
子
に
も
そ
の
指
示

対
象
と
し
て
種
類
と
い
う
抽
象
的
存
在
者
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
簡

単
に
固
定
的
だ
と
言
い
う
る
。
そ
の
結
果
、
す
べ
て
の
名
辞
が
原
理
的
に
い
つ

で
も
無
差
別
に
固
定
的
で
あ
り
う
る
。
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
よ
う
な
論
者
は
、
固
定

性
は
自
然
種
名
辞
と
人
工
種
名
辞
と
の
区
別
を
助
け
る
も
の
だ
と
考
え
る
た
め
、

こ
の
よ
う
な
ラ
ポ
ル
テ
の
考
え
は
固
定
性
を
無
意
味
に
（trivialize

）
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。
し
か
し
ラ
ポ
ル
テ
に
と
っ
て
は
、
あ
る
名
辞

が
自
然
種
名
辞
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
単
称
名
辞
で
あ
る
か
否
か
、
は
固
定
的

で
あ
る
か
否
か
の
区
別
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
反
対
に
、
固
定
的

か
ど
う
か
で
、
自
然
種
名
辞
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
も
そ

も
ラ
ポ
ル
テ
に
と
っ
て
、
固
定
性
概
念
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
も
の
で
は

な
い
か
ら
だ
。 

 

で
は
、
ラ
ポ
ル
テ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
固
定
的
で
は
な
い
指
示
子
を
固
定
的
な

指
示
子
か
ら
区
別
す
る
の
か
。
そ
の
際
に
、
必
要
と
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
基
準

な
の
か
。
明
確
に
述
べ
て
い
る
箇
所
は
少
な
い
が
、
幾
つ
か
の
発
言
を
合
わ
せ
る

こ
と
で
輪
郭
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
ラ
ポ
ル
テ
は
「
ク
リ
プ
キ
は
「
直

観
的
テ
ス
ト
（intuitive test

）」
を
固
定
指
示
子
と
非
固
定
指
示
子
と
を
区
別
す

る
た
め
に
提
案
し
て
い
る
」（ibid., p.307

）
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
こ
の
テ
ス
ト
を

自
然
種
名
辞
に
つ
い
て
適
用
し
て
見
せ
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
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「
私
た
ち
は
意
図
さ
れ
た
種
類
を
権
利
上
固
定
的
に
指
示
す
る
表
現
を
、
発

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（ibid., p.308

） 

 
こ
の
よ
う
に
ラ
ポ
ル
テ
は
、
基
準
の
選
定
を
指
示
子
を
使
用
す
る
使
用
者
の

解
釈
と
判
断
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う

な
名
辞
も
そ
れ
を
用
い
る
人
間
の
意
図
で
固
定
的
で
あ
る
と
言
え
、
そ
れ
に
対

応
す
る
形
で
固
定
的
で
は
な
い
指
示
子
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
「
独
身
者
」
が
固
定
的
に
独
身
者
と
い
う

種
類
を
指
示
す
る
場
合
は
、「
分
析
性
に
ま
つ
わ
る
議
論
で
よ
く
話
題
に
の
ぼ
る

種
類
」
の
よ
う
な
指
示
子
は
独
身
者
と
い
う
種
類
を
固
定
的
に
指
示
し
な
い
、

と
さ
れ
る
。
だ
が
別
の
場
合
に
は
、「
分
析
性
に
ま
つ
わ
る
議
論
で
よ
く
話
題
に

の
ぼ
る
種
類
」
と
い
う
名
辞
が
固
定
的
に
〈
分
析
性
に
ま
つ
わ
る
議
論
で
よ
く

話
題
に
の
ぼ
る
種
類
〉
を
指
示
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ラ
ポ
ル
テ
は

原
則
、
こ
う
し
た
固
定
性
の
推
移
と
恣
意
的
選
択
を
禁
止
し
て
い
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
彼
に
従
え
ば
固
定
性
の
基
準
は
絶
対
的
で
は
な
く
、
相
対
的
で
あ
る
こ
と

に
な
る
（
１
）

 

ラ
ポ
ル
テ
が
こ
の
よ
う
な
形
で
固
定
的
な
表
現
と
非
固
定
的
な
表
現
と
を
区

別
す
る
の
は
、
特
定
の
言
明
が
必
然
的
に
真
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
目

的
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
形
で
の
区
別
が
必
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
読
み
取
れ
る
。 

。 

 

「
「
ミ
ツ
バ
チ
」
の
よ
う
な
表
現
が
固
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
意
味

（trivial

）
で
は
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
反
対
で
、
そ
の
よ
う
な

表
現
が
固
定
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
他
の
「
典
型
的
に
蜜
で
育
つ
昆
虫

種
」
の
よ
う
な
表
現
が
固
定
的
で
な
い
こ
と
、
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
が
重
要
な
の
は
、
ど
の
言
明
が
必
然
的
に
真
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
と

い
う
目
的
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
表
現
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
だ

か
ら
で
あ
る
。
種
類
の
た
め
の
こ
れ
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
の
表
現
の
間
の
差
異
は

ま
さ
に
、「
ベ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
」
と
「
二
重
焦
点
眼
鏡
の
発
明
者
」
の
よ
う

な
表
現
の
間
の
差
異
が
重
要
で
あ
る
の
と
同
じ
理
由
で
重
要
な
の
で
あ
る
。
」

（ibid., p.297

） 

 

ラ
ポ
ル
テ
に
と
っ
て
、
固
定
性
は
名
辞
を
含
む
言
明
の
必
然
性
を
考
察
す
る

た
め
に
必
要
な
道
具
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ラ
ポ
ル
テ
に
と
っ
て
、
名
辞

の
種
類
を
区
別
す
る
こ
と
自
体
は
固
定
性
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
で
は
な
く
、

付
随
的
な
事
柄
で
し
か
な
い
。
実
際
固
定
性
は
、
名
辞
が
指
示
対
象
を
得
る
の

に
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
（
ラ
ポ
ル
テ
に
と
っ
て
、
そ
の
役
割
を
担
う
の
は

指
示
の
因
果
論
で
あ
る
（LaPorte 2000, p.303

）
。）
。 

 

こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
ラ
ポ
ル
テ
の
見
解
は
ク
リ
プ
キ
の
提
示
し
た
固

定
性
概
念
と
可
能
世
界
と
の
関
わ
り
を
で
き
る
か
ぎ
り
正
し
い
と
仮
定
し
た
う

え
で
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
を
論
じ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
次
に
見
る
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
場
合
、
現
代
的
な
形
式
意
味
論
か
ら

考
え
る
と
、
ク
リ
プ
キ
の
考
え
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を

取
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
ラ
ポ
ル
テ
の
提
示
す
る
固
定
性
解
釈
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
結
論
を
導
い
て
い
る
。 
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３
．
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
見
解 

 

 

以
上
の
よ
う
な
ラ
ポ
ル
テ
の
提
案
に
対
し
て
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
そ
も
そ
も

一
般
名
辞
に
対
し
て
固
定
性
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
り
、

一
般
名
辞
に
固
定
的
・
非
固
定
的
と
い
う
区
別
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
か

ら
批
判
す
る
（Schw

artz 2002

）。 

 

シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
立
場
か
ら
は
、
一
般
名
辞
の
指
示
す
る
指
示
対
象
の
要
請
そ

の
も
の
が
ま
ず
問
題
含
み
で
あ
る
。
彼
の
立
場
で
は
、
名
辞
の
指
示
対
象
は
外

延
で
あ
る
。
単
称
名
辞
の
場
合
は
、
な
ん
ら
か
の
個
体
が
そ
の
外
延
に
あ
た
る
。

た
と
え
ば
「
ラ
ポ
ル
テ
」
が
ひ
と
り
の
人
間
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、

ひ
と
ま
ず
誰
も
異
議
は
唱
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う

に
、
名
辞
の
指
示
対
象
を
外
延
と
し
た
場
合
、
一
般
名
辞
の
指
示
対
象
の
取
り

扱
い
は
単
称
名
辞
に
比
べ
難
し
く
な
る
。 

 

こ
の
問
題
に
対
し
て
ラ
ポ
ル
テ
は
、
一
般
名
辞
の
指
示
対
象
と
し
て
種
類
を

仮
定
す
る
こ
と
で
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
考
え
で
は

「
可
能
世
界
に
は
ど

の
よ
う
な
種
類
も
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
」

（Schw
artz2002, p.268

）
。
二
人
は
こ
の
点
で
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
の
だ
が
、

ラ
ポ
ル
テ
は
論
文
の
中
で
は
、
種
類
が
ど
ん
な
存
在
者
な
の
か
を
説
明
し
て
お

ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
同
定
す
る
の
か
も
、
そ
れ
ら
が
ど
れ
く
ら
い
存
在

し
て
い
る
の
か
も
説
明
し
な
い
。
シ
ュ
ワ
ル
ツ
と
し
て
は
こ
の
点
を
は
っ
き
り

さ
せ
な
い
限
り
は
ラ
ポ
ル
テ
の
言
う
種
類
と
い
う
存
在
者
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
形
而
上
学
的
存
在
者
の
問
題
は
簡
単
に
解
け
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
固
定
性
概
念
を
、
単
称
名
辞
と
同
様
の
指
示
対
象

を
確
保
す
る
こ
と
で
一
般
名
辞
に
も
適
用
し
よ
う
と
い
う
ラ
ポ
ル
テ
の
道
に
は
、

ま
ず
種
類
と
い
う
存
在
者
を
導
入
す
る
時
点
で
無
理
が
か
か
っ
て
い
る
と
シ
ュ

ワ
ル
ツ
は
考
え
る
（ibid., pp.269-270

）
。 

 

ま
た
も
し
ラ
ポ
ル
テ
の
言
う
よ
う
に
種
類
を
指
示
対
象
と
し
て
導
入
す
れ
ば
、

ラ
ポ
ル
テ
自
身
が
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
種
名
辞
と
名
目
的
種
名
辞

（nom
inal kinds term

）
と
を
区
別
す
る
役
割
を
、
固
定
性
概
念
に
期
待
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
固
定
性
が
な
ん
ら
か
の
実
体
へ
の
指
示
と
名
目
的

存
在
者
へ
の
指
示
と
を
区
別
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ラ
ポ
ル
テ
の
や
り
方
で

は
採
用
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
前
述
の
よ
う
に
ラ
ポ
ル
テ
は
、
こ
の
仕
事
を
指

示
の
因
果
論
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
担
わ
せ
る
の
で
あ
る
（Laporte 2002, 

pp.303-4

）(

２)

 

さ
ら
に
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
固
有
名
を
含
む
同
一
性
言
明
と
、
一
般
名
辞
を
含

む
同
一
性
言
明
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
偽
物

だ
と
い
う
（Schw

artz 2002, p.270

）
。
次
の
発
言
を
見
て
み
た
い
。 

。 

 

「
「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
＝
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
は
必
然
的
に
真
で
あ
り
、
そ
れ
自
身

多
少
驚
き
を
覚
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
私
た
ち
は
ま
た
そ
れ
が
ア
ポ
．
．

ス
テ
リ
オ
リ

．
．
．
．
．
で
あ
り
分
析
的
で
は
な
い—

定
義
に
よ
っ
て
真
で
は
な
い—

と
い

う
こ
と
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
＝
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス

は
発
見
で
あ
り
、
当
時
は
予
期
せ
ぬ
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
種
類
の
同
一

性
が
（
も
し
真
な
ら
ば
）
必
然
的
に
真
で
あ
り
か
つ
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
で
あ
り
、

分
析
的
で
は
な
い
と
表
明
し
た
こ
と
が
意
味
論
を
飛
躍
的
に
前
進
さ
せ
ソ
ー
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ル
・
ク
リ
プ
キ
を
ま
さ
に
有
名
に
し
た
。
で
は
、「
ミ
ツ
バ
チ
＝A

pis m
ellifera

」

を
考
え
て
み
よ
う
。
ラ
ポ
ル
テ
の
ポ
イ
ン
ト
に
従
え
ば
、
こ
の
主
張
が
有
効
で

あ
る
た
め
に
は
必
然
的
に
真
で
あ
る
だ
け
で
な
く
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ—

発
見—

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
私
は
こ
の
例
が
そ
う
で
あ
る
と
は
思
え
な

い
。
」
（ibid., p.270

） 

 

な
ぜ
そ
う
思
え
な
い
の
か
。
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
「
水
＝H

2O

」
の
例
を
取
り
上

げ
る
。
こ
の
同
一
性
言
明
で
は
「H

2O

」
に
よ
っ
て
、
化
学
的
組
成
が
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
組
成
が
な
ん
ら
か
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

こ
の
言
明
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
真
理
を
も
つ
。
し
か
し
、「
ミ
ツ
バ
チ
＝A

pis 

m
ellifera

」
の
場
合
、
「A

pis m
ellifera

」
は
そ
の
本
質
と
な
る
も
の
（
た
と
え

ばD
N

A

）
を
与
え
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
次
の
よ
う
に
結

論
す
る
。 

 

「
私
は
次
の
よ
う
に
言
い
た
い
。
す
な
わ
ち
「
ミ
ツ
バ
チ
＝A

pis m
ellifera

」

の
真
理
は
発
見
で
は
な
く
む
し
ろ
決
定
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
言

明
は
本
来
分
析
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
固
定
的
な
一
般
名
辞
を
そ
の
種

類
を
固
定
的
に
指
示
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
ラ
ポ
ル
テ
の
提
案
は
、「
ミ
ツ
バ
チ

＝A
pis m

ellifera

」
の
必
然
性
を
説
明
す
る
の
に
必
要
な
い
。
」
（ibid., p.271

） 

 

 

確
か
に
単
称
名
辞
の
場
合
は
、「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
＝
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
の
よ
う

な
同
一
性
言
明
に
つ
い
て
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
必
然
性
を
認
め
る
た
め
に
固
定

性
と
い
う
概
念
は
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
般
名
辞
を
用
い
た
同
一
性

言
明
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
必
然
的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
名
目
的
種
名
辞
の
場
合

に
顕
著
だ
が
、
固
定
性
を
用
い
る
ま
で
も
な
く
、
分
析
的
言
明
で
あ
る
が
ゆ
え

に
必
然
的
で
あ
る
と
言
い
う
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
二
つ
の
名
辞
の
あ
い
だ
の
同

一
性
は
、
発
見
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
定
義
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。 

 

結
局
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
一
般
名
辞
の
固
定
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
ラ
ポ
ル

テ
に
反
し
、
一
般
名
辞
の
意
味
論
に
と
っ
て
固
定
性
概
念
は
無
意
味
で
あ
る
と

結
論
し
、
固
定
性
概
念
に
は
何
ら
の
役
割
も
期
待
し
な
い
の
が
得
策
だ
と
い
う

立
場
を
貫
く
。
彼
は
指
標
的
・
非
指
標
的
、
も
し
く
は
記
述
的
・
非
記
述
的
と

い
う
区
別
の
ほ
う
が
一
般
名
辞
に
と
っ
て
は
重
要
な
区
別
で
あ
り
、
固
定
的
・

非
固
定
的
と
い
う
区
別
は
ラ
ポ
ル
テ
の
よ
う
な
無
理
を
し
て
ま
で
導
入
す
る
価

値
の
な
い
ア
イ
デ
ア
だ
、
と
結
論
す
る
。 

 

で
は
シ
ュ
ワ
ル
ツ
に
と
っ
て
は
困
難
で
無
意
味
に
見
え
た
状
況
に
お
い
て
、

な
ぜ
ラ
ポ
ル
テ
は
、
種
類
と
い
う
不
自
然
な
存
在
者
を
導
入
し
て
ま
で
、
一
般

名
辞
の
固
定
性
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
ラ
ポ

ル
テ
自
身
は
、
同
一
性
言
明
の
必
然
性
と
の
関
わ
り
以
上
の
動
機
を
語
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
次
の
よ
う
に
原
因
を
予
測
す
る
。 

 

「
私
の
見
方
で
は
、
ラ
ポ
ル
テ
に
よ
る
一
般
名
辞
の
固
定
性
の
理
解
は
単
に
、

現
実
世
界
に
つ
い
て
話
す
と
き
と
同
じ
よ
う
に
可
能
世
界
に
つ
い
て
話
す
と
き

で
も
語
が
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
、
明
白
で
ま
っ
た
く
面
白
く
も
な
い

事
実
を
反
映
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
ラ
ポ
ル
テ
は
固
定
性
と
意
味
の
一

貫
性
（consistency of m

eaning

）
と
を
混
同
し
て
い
た
…
…
。」（ibid., 272

） 
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シ
ュ
ワ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ポ
ル
テ
が
こ
の
よ
う
に
意
味
の
一
貫
性
と
固
定

性
と
を
混
同
し
、
そ
し
て
そ
う
ま
で
し
て
一
般
名
辞
に
関
し
て
固
定
性
を
認
め

よ
う
と
し
た
の
は
、
自
然
種
名
辞
の
場
合
、
そ
の
名
辞
の
指
示
す
る
集
合
が
固

定
さ
れ
る
仕
方
が
「
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
固
有
名
の
働
き
と
似
て
い
る
」（ibid., 

p.275

）
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
般
名
辞
の
固
定
性
を

認
め
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
一
般
名
辞
に
つ
い
て
は
固
定
性
を
持
ち
出

す
ま
で
も
な
い
の
だ
か
ら
。 

 

以
上
の
よ
う
に
シ
ュ
ワ
ル
ツ
に
と
っ
て
、
固
定
性
の
果
た
す
べ
き
役
目
は
ま

ず
な
ん
ら
か
の
有
意
義
な
区
別
を
一
般
名
辞
の
意
味
論
に
も
た
ら
す
こ
と
、
そ

し
て
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
必
然
性
と
い
う
概
念
を
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
固
定
性
は
一
般
名
辞
に
と
っ
て
ど
ち
ら
の
意
味
で
も
役
に
立
た
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
従
え
ば
、
一
般
名
辞
に
つ
い
て
固
定
性
を
認
め
る
必
要
は

な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
混
乱
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。 

  

 

４
．
ク
リ
プ
キ
の
固
定
性
概
念 

 

 

こ
こ
ま
で
は
ラ
ポ
ル
テ
と
シ
ュ
ワ
ル
ツ
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
つ
い
て
確
認
し

て
き
た
。
手
短
に
述
べ
て
お
く
な
ら
、
ラ
ポ
ル
テ
と
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
間
に
あ
る

す
れ
違
い
に
お
い
て
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
名
辞
の
指
示
対
象
を
ど

う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
次
に
固
定
性
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
期
待

す
る
か
と
い
う
こ
と
、
最
終
的
に
は
ク
リ
プ
キ
の
路
線
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
、

で
あ
っ
た
。
一
番
の
す
れ
違
い
が
読
み
と
れ
た
の
は
、
指
示
対
象
に
関
し
て
で

あ
る
。
し
か
し
二
人
が
そ
れ
ほ
ど
違
う
見
解
を
持
っ
た
の
は
、
固
定
性
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
し
、
ク
リ
プ
キ
の
路
線
を
ど
の
よ
う
に
引
き
継
ご

う
と
し
た
か
に
依
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
ク
リ
プ
キ
自
身
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
な
が
ら
、
彼
自

身
の
固
定
性
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
描
く
。
こ
の
節
の
目
的

は
、
ク
リ
プ
キ
が
本
来
固
定
性
に
対
し
て
望
ん
で
い
た
目
的
を
明
確
に
し
、
後

に
行
う
ラ
ポ
ル
テ
と
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
固
定
性
概
念
検
討
の
際
の
基
準
と
す
る
こ

と
で
あ
る
。 

 

周
知
の
と
お
り
、
『
名
指
し
と
必
然
性
』
は
記
述
理
論
批
判
の
側
面
を
持
つ
。

ク
リ
プ
キ
は
フ
レ
ー
ゲ
、
ラ
ッ
セ
ル
、
サ
ー
ル
ら
言
語
哲
学
の
大
物
を
取
り
上

げ
、
彼
ら
の
示
し
た
記
述
理
論
は
誤
り
で
あ
る
と
糾
弾
す
る
。
で
は
ク
リ
プ
キ

が
考
え
る
記
述
主
義
の
誤
り
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
簡
潔
に
記
し
て

い
る
箇
所
が
、
原
著
前
書
き
の
６

〜
７
ペ

ー
ジ
（
邦
訳
７

〜
８
ペ
ー
ジ
）
に
あ

る
。
こ
こ
で
ク
リ
プ
キ
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
犬
が
好
き
だ
っ
た
」
と
い
う

例
文
を
用
い
て
、
彼
が
主
張
す
る
固
定
指
示
の
理
論
と
ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
理
論

と
の
違
い
を
説
明
し
て
い
る
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
犬
が
好
き
だ
っ
た
」
と
い

う
文
を
ラ
ッ
セ
ル
風
に
分
析
す
れ
ば
、「
古
代
最
後
の
偉
大
な
哲
学
者
は
犬
が
好

き
だ
っ
た
」
と
同
義
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
さ
ら
に
「
古
代
の
偉
大
な
哲
学
者

の
中
で
最
後
の
人
は
正
に
た
だ
一
人
で
あ
り
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
な
人
は
誰
で

あ
れ
犬
が
好
き
だ
っ
た
」
と
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
し
か
し
ク
リ
プ
キ
は
こ
こ
に
問
題
を
見
て
取
っ
た
。「
古
代
最
後
の
偉
大
な
哲

学
者
」
と
い
う
記
述
句
と
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
と
は
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば

同
義
で
あ
る
。
し
か
し
古
代
最
後
の
偉
大
な
哲
学
者
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
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な
か
っ
た
反
事
実
的
な
（counterfactual

）
状
況
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ

り
（
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、

犬
が
好
き
だ
っ
た
の
は
ア
リ
ス
ト
レ
ス
で
は
な
く
、
そ
の
別
の
人
物
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。 

 

こ
の
結
果
、
ラ
ッ
セ
ル
の
分
析
に
素
直
に
従
う
と
、
私
た
ち
が
最
初
に
考
え

よ
う
と
し
て
い
た
あ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
犬
好
き
だ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る

こ
と
は
で
き
ず
、
誰
か
別
の
人
物
が
犬
好
き
だ
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
言
う
ま
で
も
な
く
誰
か
別
の
人
物

で
は
な
く
、
あ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て
考
え
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、
実

際
に
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て
可
能
性
を
考
え

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
こ
と
が
で
き
な
い
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
に
は
ど
こ

か
に
不
備
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
が
、
ク
リ
プ
キ
の
い
う

記
述
理
論
の
不
具
合
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
、
記
述
理
論
の
不
具
合
を
正
す
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
、
固
定

性
概
念
で
あ
る
。
上
述
の
前
書
き
の
箇
所
で
ク
リ
プ
キ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
今
や
な
じ
み
の
考
え
で
は
あ
る
が
、
固
定
指
示
の
考
え
と
そ
の
基
礎
と
な

る
名
前
に
つ
い
て
の
直
観
と
を
、
手
短
に
も
う
一
度
述
べ
て
お
こ
う
。
以
下
を

考
え
て
み
よ
。 

（
１
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
犬
が
好
き
だ
っ
た
。 

こ
の
言
明
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
実
際
に
真
で
あ
る
た
め

の
（
外
延
的
に
正
し
い
）
条
件
、
お
よ
び

．
．
．
、
現
実
の
過
程
に
あ
る
点
で
は
似
て

い
る
が
他
の
点
で
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
な
歴
史
の
反
事
実
的
な
進
み
方
が

（
１
）
に
よ
っ
て
正
し
く
（
部
分
的
に
）
記
述
さ
れ
る
た
め
の
条
件
、
の
両
方

を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
の
一
人
の
男—

—

わ
れ
わ
れ
が
「
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
」
と
呼
ぶ
哲
学
者—

—

が
お
り
、
実
際
に
彼
が
犬
好
き
で
あ
っ
た

時
、
そ
し
て
そ
の
時
に
の
み
（
１
）
は
真
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
誰
し
も

賛
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
固
定
指
示
の
テ
ー
ゼ
は—

—

微
妙
な
点
は
さ
て
お
き

—
—

（
１
）
が
反
事
実
的
状
況
を
記
述
し
て
い
る
時
に
も
、
同
じ
範
例
が
（
１
）

の
真
理
条
件
に
対
し
て
当
て
は
ま
る
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
（
１
）

が
反
事
実
的
状
況
を
正
し
く
記
述
す
る
の
は
、
当
の
状
況
が
成
り
立
っ
た
と
し

て
、
前
述
の
同
じ
男
が
犬
好
き
で
あ
っ
た
時
、
そ
し
て
そ
の
時
に
限
る
の
で
あ

る
。
」
（K

ripke 1980, p.6

） 

 

ま
た
別
の
箇
所
で
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。 

 

「
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
私
が
一
番
言
い
た
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
名
前
が

固
定
的
で
あ
る
と
い
う
直
接
の
直
観
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
特
定
の
文
の
真

理
条
件
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
現
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
私
が
本
文
や
他
の
所
で
言
及
し
た
よ
う
な
「
わ
れ
わ
れ
が
言

お
う
と
し
た
こ
と
」
に
つ
い
て
の
様
々
な
二
次
的
現
象
は
、
固
定
性
の
間
接
的

証
拠
を
与
え
て
く
れ
る
。
少
な
く
と
も
ラ
ッ
セ
ル
は
、
な
ぜ
固
定
性
に
関
す
る

わ
れ
わ
れ
の
直
接
的
な
直
観
と
明
ら
か
に
相
容
れ
な
い
よ
う
な
理
論
を
提
案
し

た
の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
他
の
所
で
と
同
様
に
こ
こ
で
も
、
彼
は
様
相

の
問
題
を
考
慮
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（ibid., p.14

） 
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以
上
の
発
言
か
ら
ま
ず
読
み
取
れ
る
の
は
、
ラ
ッ
セ
ル
流
の
記
述
理
論
が
、

様
相
概
念
の
考
察
に
お
い
て
不
具
合
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
、
ま
た
ラ
ッ
セ
ル

は
様
相
を
理
論
構
築
の
際
に
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
ク
リ
プ
キ
の
固
定
性
概
念
が
記
述
主
義
の
不

具
合
を
補
正
す
る
の
に
ど
う
効
い
て
く
る
の
か
が
明
確
で
は
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル

流
の
記
述
理
論
に
は
な
く
、
固
定
性
概
念
導
入
後
の
ク
リ
プ
キ
の
考
え
に
あ
る

の
は
何
か
。
な
ぜ
ラ
ッ
セ
ル
流
の
記
述
理
論
は
様
相
を
考
察
す
る
場
合
に
不
具

合
を
も
た
ら
す
の
か
。
そ
し
て
固
定
性
概
念
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
な
ぜ
そ
の

不
具
合
が
解
消
さ
れ
る
の
か
。 

 

端
的
に
言
え
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
理
論
で
は
、
あ
る
特
定
の
対
象

．
．
．
．
．
．
．
に
つ
い

て
何
ら
か
の
言
明
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
ク
リ
プ
キ
は
、
そ
の
こ

と
を
様
相
言
明
の
考
察
を
通
じ
て
提
示
し
た
。
単
に
名
前
を
記
述
の
省
略
形
と

し
て
考
え
、
文
を
記
述
へ
と
分
析
す
る
だ
け
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
い
っ
た
い

．
．
．
．

ど
の
対
象
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
か

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
と
い
う
こ
と
は
特
定
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ど
こ
ま
で
分
析
し
て
も
記
述
は
記
述
で
あ
り
、
記
述
と
あ
る
特
定
の
対

象
と
の
間
に
は
な
ん
の
繋
が
り
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
反
事
実
的
状
況

に
お
い
て
、
偉
大
な
哲
学
者
が
プ
ラ
ト
ン
で
あ
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
主
因
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
ク
リ
プ
キ
は
、
私
た
ち
が
あ
る
特
定
の
対
象
に
つ
い
て
な
ん
ら

か
の
言
明
を
な
そ
う
と
す
る
場
合
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
名
前
と
対
象
と
の
間

に
指
示
関
係
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た(

３)

 

こ
う
し
た
経
緯
で
導
入
さ
れ
た
固
定
性
概
念
は
、『
名
指
し
と
必
然
性
』
の
中

で
次
第
に
形
式
的
に
整
え
ら
れ
、
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
な
定
義
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。 

。
そ
し
て
、
特
定

の
対
象
へ
の
指
示
が
常
に
参
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
、
固

定
性
概
念
と
い
う
形
で
意
味
論
へ
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
。 

 

 

５
．
二
種
類
の
可
能
性
概
念
と
固
定
性 

 

 

『
名
指
し
と
必
然
性
』
前
半
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
固
定
性
概
念
、
あ
る
い

は
固
定
指
示
と
い
う
考
え
方
は
、
ク
リ
プ
キ
が
そ
の
後
議
論
を
展
開
し
て
い
く

う
え
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
参
照
さ
れ
る
。
そ
し
て
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
顔
を
覗
か

せ
て
い
た
ア
プ
リ
オ
リ
・
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
と
い
う
認
識
論
的
概
念
と
、
必
然

的
・
偶
然
的
と
い
う
様
相
的
も
し
く
は
形
而
上
学
的
概
念
と
の
区
別
を
応
用
し
、

同
一
性
言
明
の
必
然
性
を
扱
う
の
が
、
第
二
講
義
か
ら
第
三
講
義
で
あ
る
。
本

節
で
は
ラ
ポ
ル
テ
と
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
す
れ
違
い
に
と
っ
て
よ
り
具
体
的
な
要
因

と
な
る
、
二
種
類
の
可
能
性
と
固
定
性
概
念
と
の
関
わ
り
を
描
く
。 

 

ク
リ
プ
キ
は
第
二
講
義
で
次
の
よ
う
な
例
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ

ス
ペ
ラ
ス
は
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
あ
る
と
仮
定
し
た
と
き
、
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
が
フ

ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
は
な
い
よ
う
な
、
可
能
な
状
況
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
（K

ripke 1980, p.102

）
。
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
答
え
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た

．
．
．
．
星

を
「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
と
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
と
名
づ
け
た
、
と
い
う
状
況
で

あ
る
。
確
か
に
、
そ
う
し
た
状
況
は
可
能
だ
。
で
は
次
に
、
そ
の
状
況
は
、〈
ヘ

ス
ペ
ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
状
況
〉
だ
ろ
う
か
。
そ

う
で
は
な
い
、
が
ク
リ
プ
キ
の
答
え
で
あ
る
。 

 

こ
の
言
い
方
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
ク

リ
プ
キ
が
、
自
身
の
枠
組
み
を
用
い
て
明
晰
に
分
析
す
る
。
ま
ず
は
次
の
発
言
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に
注
目
し
た
い
。 

 
「
「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
と
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
が
、
そ
れ
ら
が
現
に
そ
の
名
前

で
あ
る
も
の
の
名
前
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
、
可
能
世
界
、
可
能
な
反
事
実
的

状
況
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
誰
か
、
も
し
彼
が
そ
れ
ら
の
言
葉
の
指
示
を
同

定
的
記
述
に
よ
っ
て
ま
さ
に
決
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
誰
か
は
私
た
ち
が
使

っ
た
ま
さ
に
そ
の
同
定
的
記
述
を
使
い
さ
え
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

依
然
と
し
て
、
そ
れ
は
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
な
か
っ
た
状
況
で

は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
あ
る
な
ら
、
そ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
あ
り
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」（K
ripke 1980, p.103

） 

 

最
後
の
数
行
は
ク
リ
プ
キ
自
身
も
言
う
よ
う
に
「
奇
妙
」
で
あ
る
。
ヘ
ス
ペ

ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
な
か
っ
た
状
況
は
あ
り
え
な
い
、
と
書
か
れ
た
数

行
の
、
一
見
矛
盾
し
て
見
え
る
見
解
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
の

区
別
に
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
文
中
で
用
い
ら
れ
る
「
か
も
し

れ
な
い
（m

ight

）」
と
「
し
え
な
い
（couldn’t

）
」
の
区
別
で
あ
る
。
前
半
部
分
、

「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
と
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
と
が
現
に
名
指
さ
れ
て
い
る
も
の

と
は
別
の
も
の
の
名
前
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
、
反
事
実
的
状
況
を

想
定
す
る
箇
所
で
は
、
ク
リ
プ
キ
は
「m

ight

」
を
用
い
る
。
他
方
で
後
半
部
分
、

そ
れ
は
や
は
り
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
は
な
い
ケ
ー
ス
で
は
あ
り

得
な
い
と
述
べ
る
と
き
は
「could

」
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
、
単
に
文
法
上

の
必
要
性
か
ら
彼
が
こ
う
し
た
表
現
を
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
同
書

の
前
半
か
ら
彼
が
ず
っ
と
示
し
て
い
た
認
識
論
的
概
念
と
形
而
上
学
的
概
念
と

の
区
別
を
こ
こ
で
の
表
現
へ
重
ね
る
と
、
う
ま
く
重
な
り
合
う
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
の
対
応
に
は
根
拠
が
あ
る
。
根
拠
の
ひ
と
つ
は
こ
の
引
用
文
以
前
に
認
識
論

的
概
念
と
形
而
上
学
的
概
念
と
が
す
で
に
区
別
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ア
プ
リ
オ
リ
・
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
と
必
然
性
・
偶
然
性
と
は
異

な
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ク
リ
プ
キ
は
再
三
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
き
た
。
も

う
ひ
と
つ
の
根
拠
は
、
こ
の
引
用
文
の
直
後
に
、
ク
リ
プ
キ
自
身
が
述
べ
て
い
る
。 

 

「
ま
ず
第
一
に
、
一
つ
の
意
味
で
物
事
が
ど
ち
ら
に
も
転
び
え
た
と
い
う
こ

と
は
そ
の
通
り
だ
が
、
そ
こ
に
は
そ
の
最
終
的
な
転
び
方
が
必
然
的
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
四
色
問
題
は
真
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
偽
で
あ

る
こ
と
が
判
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
に
も
転
び
う
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
、
そ
の
転
び
方
が
必
然
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
は
意
味
し

な
い
。
明
ら
か
に
、「
か
も
し
れ
な
い
（m

ight

）
」
は
こ
こ
で
は
純
粋
に
「
認
識

的
」
で
あ
る—

—

そ
れ
は
単
に
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
無
知
あ
る
い
は
不
確
実

性
の
状
態
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
（ibid., p.103

） 

 

こ
の
箇
所
に
お
い
て
ク
リ
プ
キ
は
、「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
言
い
方
で
示

し
た
可
能
性
が
認
識
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
可
能
性

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
不
確
実
性
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
観
念
で
あ
る
と
述

べ
る
。
他
の
箇
所
で
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
現
実
世

界
と
質
的
に
全
く
同
一
の
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
、「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
と

「
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
が
別
々
の
星
を
指
示
し
て
い
る
と
い
う
世
界
を
考
え
る
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こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、「
質
的
に
同
一
の
状
況
」
と
い
う
言
い
方

で
展
開
さ
れ
る
可
能
性
概
念
が
、
一
つ
目
の
可
能
性
概
念
で
あ
る
。
こ
の
考
え

方
は
記
述
主
義
を
採
用
し
た
場
合
の
可
能
性
概
念
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
対
象
と
の
関
係
と
い
う
側
面
は
見
落
と
さ
れ
、
固
定
性
は
想
定
さ

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
、
可
能
性
１
と
呼
ぼ
う
。 

 

と
こ
ろ
が
こ
の
引
用
箇
所
で
ク
リ
プ
キ
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
的
不
確
実
性

が
、
必
然
的
（
お
よ
び
偶
然
的
）
と
い
う
概
念
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

考
え
も
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
〈
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
な
か
っ
た

よ
う
な
状
況
〉
が
あ
り
え
な
い
の
は
、
認
識
論
的
不
確
実
性
と
は
別
の
問
題
で
あ

る
、
と
い
う
の
だ
。
ク
リ
プ
キ
と
し
て
は
、
認
識
的
な
立
場
が
は
っ
き
り
し
て
し

ま
え
ば
、
可
能
性
１
の
よ
う
な
、
記
述
主
義
的
な
想
定
を
も
と
に
し
た
不
確
実
性

と
は
異
な
る
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
「
わ
れ
わ
れ
が
前
も
っ
て

知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
は
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
は
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
あ
る
意
味
で
、
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
な
い
こ
と
は
い
か
な

る
形
で
も
あ
り
え
な
か
っ
た
。」（ibid., p.104

）
と
い
っ
た
言
い
方
で
繰
り
返
し

語
ら
れ
る
、
別
の
種
類
の
可
能
性
で
あ
る
。
次
の
箇
所
も
見
て
み
た
い
。 

 

「
こ
れ
ら
の
名
前
を
今
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
よ
う
に
使
う
限
り
、

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
前
も
っ
て
、
も
し
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
と
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
が
同

一
物
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
ら
は
い
か
な
る
他
の
可
能
世
界
に
お
い
て
も
別
物
で

は
あ
り
え
な
い
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
」
（ibid.

） 

 

こ
こ
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
る
名
前
の
固
定
性
と
、
同
一
性
の
必
然
性
が
、

ク
リ
プ
キ
が
認
識
的
不
確
実
性
と
は
区
別
し
て
用
い
る
可
能
性
概
念
の
鍵
と
な

る
。
ま
ず
直
観
的
な
名
前
の
固
定
性
が
、
対
象
と
名
前
と
の
間
に
あ
る
関
係
を

示
し
、
各
可
能
世
界
に
お
い
て
そ
の
対
象
を
指
示
す
る
固
定
指
示
の
理
論
を
導

く
。「
こ
れ
ら
の
名
前
を
今
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
」
使
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同

一
性
の
必
然
性
は
、「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
な
い
こ
と
は
あ
り
得

な
い
」
と
言
わ
れ
る
際
の
必
然
性
を
導
く
。
ク
リ
プ
キ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

同
一
性
の
必
然
性
は
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
テ
ー
マ
と
な
り
う
る
が
、
こ
こ
で
は
同

一
性
と
い
う
関
係
が
、
い
か
な
る
場
合
も
保
た
れ
る
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界

に
お
い
て
も
ま
た
保
た
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
に
留
め
る
。 

 

で
は
こ
う
し
た
道
具
立
て
で
「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
な
い
こ

と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
直
観
的
な
必
然
性
を
展
開
す
る
と
ど
う
な
る
か
。

ま
ず
現
実
世
界
に
お
い
て
、「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
と
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
と
い
う

名
前
は
一
つ
の
天
体
、
金
星
を
指
し
て
い
る
（
ク
リ
プ
キ
が
直
観
的
な
部
分
を

大
事
に
し
て
い
る
必
然
性
は
、
常
に
こ
の
現
実
の
状
態
か
ら
始
ま
る
）
。
つ
ま
り
、

「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
と
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
と
い
う
名
前
が
（
あ
の
星
、
と
命

名
し
た
と
い
う
よ
う
な
）
あ
る
繋
が
り
を
金
星
と
の
間
に
も
っ
て
お
り
、
そ
の

金
星
は
一
つ
の
天
体
で
あ
る
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
と
き
、
金
星
が

一
つ
の
天
体
で
あ
る
こ
と
で
、「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
と
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
と
い

う
名
前
は
同
じ
対
象
を
指
示
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
両
者
の
指
示
対
象
が
同
一

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
と
「
フ

ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」
が
他
の
可
能
世
界
に
お
い
て
、「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
は
フ
ォ
ス
フ
ォ

ラ
ス
で
は
な
い
」
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち

が
展
開
し
て
い
る
可
能
世
界
は
、
現
実
世
界
に
お
い
て
金
星
を
指
示
し
て
い
る
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二
つ
の
名
前
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
」
は
固
定
的
に
金
星
を
指
示
し
、「
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
」

も
固
定
的
に
金
星
を
指
示
す
る
。
そ
し
て
金
星
は
一
つ
の
惑
星
で
あ
る
か
ら
、

「
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
は
フ
ォ
ス
フ
ォ
ラ
ス
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
必
然
的
な
言
明

な
の
で
あ
る
。 

 

後
者
の
可
能
性
概
念
を
可
能
性
２
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
可
能
性
１
と
２

と
の
間
の
差
異
は
こ
れ
ま
で
の
間
に
明
確
に
な
っ
た
と
信
じ
た
い
。
す
な
わ
ち
、

可
能
性
１
は
認
識
的
側
面
に
関
わ
る
可
能
性
で
あ
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
・
ア
ポ
ス

テ
リ
オ
リ
の
概
念
を
説
明
す
る
の
に
役
立
つ
。
ま
た
可
能
性
２
は
形
而
上
学
的

側
面
に
関
わ
る
可
能
性
で
あ
り
、
必
然
的
・
偶
然
的
の
概
念
を
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
可
能
性
１
に
お
い
て
は
、
可
能
世
界
は
純
粋
に
質
的
に
与
え
ら
れ

る
せ
い
で
、
あ
る
特
定
の
対
象
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
ち
ら

は
記
述
主
義
を
採
用
し
た
場
合
の
可
能
性
概
念
と
も
重
な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、

対
象
と
名
前
の
現
実
世
界
で
の
関
係
は
切
れ
て
い
る
。
し
か
し
可
能
性
２
に
お

い
て
は
、
可
能
世
界
は
純
粋
に
質
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
あ

る
特
定
の
対
象
に
つ
い
て
、
あ
る
対
象
を
指
示
す
る
名
前
を
用
い
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
必
然
性
概
念
と
関
わ
る
ゆ
え
に
形
而

上
学
的
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
、
可
能
性
２
は
あ
る
意
味
で
強
く
認
識
的
側
面
も

持
っ
て
い
る
。 

  

６
．
ラ
ポ
ル
テ
と
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
固
定
性
解
釈 

 

 

以
上
に
み
て
き
た
ク
リ
プ
キ
の
固
定
性
概
念
お
よ
び
二
つ
の
可
能
性
概
念
に

照
ら
し
て
ラ
ポ
ル
テ
と
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
固
定
性
解
釈
を
振
り
返
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
際
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
ク
リ
プ
キ
の
想
定
し
た
固
定
性
の
有
用
性
を
両

者
が
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
い
る
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
者
が
固
定
性
と

可
能
性
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
、
で
あ
る
。 

 

ま
ず
ラ
ポ
ル
テ
を
考
え
て
み
た
い
。
ラ
ポ
ル
テ
に
と
っ
て
、
固
定
性
は
必
然

性
を
調
査
す
る
た
め
に
必
要
な
概
念
だ
っ
た
。
こ
の
点
を
強
調
し
、
ど
う
に
か

一
般
名
辞
に
つ
い
て
も
固
定
性
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ラ

ポ
ル
テ
が
ク
リ
プ
キ
の
ラ
イ
ン
を
し
っ
か
り
守
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
ま
た
多
少
強
引
で
は
あ
る
が
、
種
類
と
い
う
存
在
者
を
導
入
し
、
一

般
名
辞
が
繋
が
り
を
も
つ
対
象
と
い
う
観
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
点
で
も
、
固

定
性
概
念
に
と
っ
て
重
要
な
側
面
を
維
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
ラ
ポ
ル
テ
は
固
定
性
概
念
を
ク
リ
プ
キ
に
忠
実
に
理
解
し
、
そ
れ
を
元

に
一
般
名
辞
の
固
定
性
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お

り
、
彼
の
言
う
可
能
性
は
ク
リ
プ
キ
に
お
け
る
可
能
性
２
、
形
而
上
学
的
可
能

性
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
彼
の
言
う
種
類
と
い
う
存
在
者
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
残
る
。
何
ら

か
の
現
実
世
界
に
お
け
る
対
象
と
の
指
示
関
係
を
保
つ
と
い
う
固
定
性
の
役
割

に
と
っ
て
、
種
類
と
い
う
抽
象
的
存
在
者
は
、
果
た
し
て
現
実
世
界
に
お
け
る
対

象
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ラ
ポ
ル
テ
は
こ
の
点
に
関
し
て
明
言
し
て
い

な
い
。
も
し
ラ
ポ
ル
テ
が
抽
象
的
存
在
者
に
つ
い
て
、
名
目
的
態
度
を
取
る
の
で

あ
れ
ば
、
彼
の
固
定
性
解
釈
、
お
よ
び
可
能
性
解
釈
は
非
常
に
ク
リ
プ
キ
に
忠
実

で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
精
緻
化
の
段
階
で
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
る
。 

 

他
方
で
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
ラ
ポ
ル
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テ
が
固
定
性
と
意
味
の
一
貫
性
を
混
同
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て

彼
は
、
一
般
名
辞
に
関
し
て
は
、
指
示
対
象
を
前
提
と
し
た
固
定
性
概
念
を
持

ち
出
さ
な
く
と
も
、
意
味
の
一
貫
性
の
み
で
似
た
よ
う
な
振
る
舞
い
を
説
明
で

き
る
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
、
私
た
ち
が
現
実
世
界
で
意
味
し
て
い
る
の
と

同
じ
こ
と
を
、
可
能
世
界
で
も
意
味
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
定

性
が
含
意
し
て
い
る
効
果
の
あ
る
側
面
を
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
十
分
で
は
な
い
。

 

つ
ま
り
、
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
で
、
一
般
名
辞
の
固

定
性
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
だ
と
い
う
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
言
い

方
に
は
、
現
実
世
界
に
お
け
る
指
示
対
象
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
こ
な
い
。
そ

こ
に
は
、
現
実
世
界
と
の
繋
が
り
が
ま
っ
た
く
な
い
。
固
定
性
概
念
を
こ
こ
で

あ
え
て
持
ち
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
ク
リ
プ
キ
が
主
張
す
る
の
は
、
記
述

主
義
的
な
、
名
前
と
記
述
の
往
還
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
現
実
世
界

へ
の
指
示
の
側
面
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
指
示
対
象
が

い
か
に
し
て
現
実
世
界
の
存
在
者
に
指
示
関
係
を
保
っ
て
い
る
か
は
と
も
か
く

と
し
て
（
そ
れ
に
は
別
の
指
示
の
理
論
が
ま
た
必
要
に
な
る
）
、
な
ん
ら
か
の
現

実
世
界
と
の
関
係
を
保
つ
た
め
に
、
一
般
名
辞
が
あ
る
対
象
と
繋
が
り
を
も
ち
、

そ
れ
を
記
述
の
手
助
け
を
通
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界
で
固
定
的
に
指
示
す

る
、
と
い
う
言
い
方
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
固
定
性
概
念
に
込
め
ら
れ
た
も

う
半
分
の
含
意
で
あ
る
。 (

４) 

 

確
か
に
ク
リ
プ
キ
や
ラ
ポ
ル
テ
は
こ
こ
で
、
種
類
（kind

）
と
い
う
あ
や
し

げ
な
存
在
者
を
持
ち
出
し
て
お
り
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
が
そ
の
種
類
を
あ
る
種
の
定

義
や
特
性
と
解
釈
し
、
す
べ
て
意
味
で
お
さ
ま
り
が
つ
く
、
と
考
え
る
の
は
無

理
も
な
い
こ
と
だ
。
し
か
し
ク
リ
プ
キ
が
新
し
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
で
は
私
た

ち
が
い
っ
た
い
何
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
か

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
は
説
明
で
き
て
い
な
い
、
と
気

が
つ
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
記
述

と
名
辞
の
往
還
だ
け
で
は
、
私
た
ち
が
あ
る
個
別
的
対
象
に
つ
い
て
考
え
る
と

い
う
こ
と
を
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。 

 

ま
た
こ
の
場
合
重
要
な
の
は
、
個
別
的
対
象
で
言
わ
れ
て
い
る
個
別
性
が
、

単
称
名
辞
と
一
般
名
辞
と
の
区
別
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
個
物
と
普
遍
の
対

比
の
意
味
で
の
個
別
性
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
明
が
取
り
扱
わ
れ
る
さ
い

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
明
そ
れ
自
体
の
特
殊
性
や
一
回
性
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い

う
点
だ
。
ク
リ
プ
キ
が
常
々
「
今
わ
れ
わ
れ
が
」
と
い
う
仕
方
で
強
調
し
て
い

た
の
は
こ
の
側
面
で
あ
る
。
こ
の
た
め
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
一
般
名
辞
で
あ
ろ

う
が
、
単
称
名
辞
で
あ
ろ
う
が
、
固
有
名
で
あ
ろ
う
が
、
自
然
種
名
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
ら
は
各
言
明
ご
と
、
各
発
話
ご
と
に
、
個
別
的
対
象
と
の
関
係
性
を

前
提
と
し
、
そ
の
確
証
の
た
め
に
固
定
性
と
い
う
の
は
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
何
ら
か
の
、
意
味
論
上
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
注
意
が
必
要
だ
っ
た
。
固
定
指

示
理
論
の
も
と
に
な
っ
た
直
観
的
な
固
定
性
は
、
本
来
形
式
的
概
念
で
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
形
式
化
の
過
程
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
露
呈
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
形
式
意
味
論
の
側
面
を
整
合
的
に
保
つ

た
め
に
、
ク
リ
プ
キ
が
か
な
り
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
仕
方
で
持
ち
込
ん
だ
固
定

性
概
念
を
、
無
意
味
化
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
結

果
と
し
て
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
考
え
る
可
能
性
概
念
は
、
固
定
性
を
も
た
な
い
可

能
性
１
と
同
じ
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。 
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７
．
結
び
に
換
え
て
―
一
般
名
辞
の
固
定
性 

 

 

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
ラ
ポ
ル
テ
は
可
能
性
２
を
ク
リ
プ
キ
の
直
観
に
従
う

形
で
理
論
化
し
よ
う
と
し
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
形
式
意
味
論
の
整
合
性
を
重
視
す

る
こ
と
で
可
能
性
１
へ
と
収
束
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
は
と
も
に
一
般
名
辞
の
固

定
性
に
つ
い
て
考
え
、
議
論
を
交
わ
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
彼
ら
の
見
て
取

る
固
定
性
概
念
に
は
偏
り
が
あ
り
、
異
な
る
種
類
の
可
能
性
概
念
を
前
提
と
し

た
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
結
果
的
に
す
れ
違
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

で
は
一
般
名
辞
の
固
定
性
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
結
局
ど
ち
ら
が
正

し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

結
論
か
ら
言
え
ば
、
ラ
ポ
ル
テ
も
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
も
、
そ
し
て
ク
リ
プ
キ
自

身
で
さ
え
、
一
般
名
辞
に
お
け
る
固
定
性
と
い
う
概
念
を
十
分
に
展
開
で
き
て

い
な
い
。
ク
リ
プ
キ
お
よ
び
ラ
ポ
ル
テ
に
関
し
て
言
え
ば
、
直
観
的
な
固
定
性

を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
種
類
と
い
う
存
在
者
に
関
す
る
考
察
が
お
粗
末
に
な
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
ク
リ
プ
キ
は
「
ト
ラ
」
を
特
に
疑
問
も
持
た
ず
な
ん
ら
か

の
種
を
指
す
名
辞
と
し
て
用
い
る
が
、
現
実
的
に
考
え
て
、
あ
る
動
物
に
つ
い

て
何
ら
か
の
種
（species

）
と
い
う
ま
と
ま
り
を
確
定
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
生
物
は
進
化
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
持
っ
て
い

る
特
性
を
将
来
的
に
ず
っ
と
持
ち
続
け
る
と
は
限
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
異
な
る

種
と
さ
れ
て
い
る
個
体
群
の
間
に
、
あ
る
区
切
り
を
も
た
ら
す
特
徴
の
識
別
に

つ
い
て
も
、
遺
伝
子
を
用
い
る
の
か
、
外
見
の
特
徴
を
用
い
る
の
か
、
等
に
つ

い
て
議
論
が
あ
り
、
ま
た
そ
も
そ
も
あ
る
形
質
を
別
の
形
質
か
ら
区
別
す
る
こ

と
に
も
恣
意
性
を
払
拭
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
（
５
）

つ
ま
り
ク
リ
プ
キ
の
や

り
方
は
言
語
的
側
面
に
偏
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
生
物
学
と
い
う
領
域
で
利
用

さ
れ
る
種
（species

）
と
ク
リ
プ
キ
の
言
う
一
般
的
な
意
味
で
の
種
（kind

）
と

は
う
ま
く
対
応
し
な
い
。

ま
た
一
般
名
辞
と
い
う
く
く
り
で
示
さ
れ
る
語
は
実
際
の
と
こ
ろ
多
岐
に
わ

た
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
と
っ
て
共
通
す
る
指
示
対
象
を
得
る
こ
と
自
体
が
困

難
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ク
リ
プ
キ
が
当
初
持
っ
て
い
た
直
観

的
側
面
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
論
の
精
緻
化
は
、
そ
の
ま
ま

の
形
で
は
極
め
て
難
し
い
。
し
か
し
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
よ
う
に
形
式
意
味
論
に

と
っ
て
整
合
的
な
形
で
整
備
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
直
観
的
側
面
を
置
き
去

り
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。 

（
６
） 

も
し
、
固
定
性
概
念
は
そ
の
も
っ
と
も
原
初
的
な
形
か
ら
は
離
れ
る
仕
方
で

論
じ
ら
れ
る
他
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
、
も
し
固
定
性
概
念
に
つ
い
て
当

初
の
想
定
を
正
確
に
記
そ
う
と
す
れ
ば
、
ク
リ
プ
キ
が
行
っ
た
よ
う
に
、「
見
取

り
図
」
と
い
う
仕
方
で
示
す
他
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 脚
注 

(

＊) 

本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
た
日
本
科
学
哲
学
会
第
四
〇
回

大
会
に
お
け
る
、
口
頭
発
表
の
原
稿
に
、
大
幅
に
加
筆
訂
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
発
表
の
際
の
タ
イ
ト
ル
は
「
固
定
性
は
い
か
に
し
て
有
用
か—

ク
リ
プ
キ
流
本
質
主
義

に
ま
つ
わ
る
一
つ
の
問
題—

」
で
あ
っ
た
。 

 （
１
）
こ
こ
で
の
叙
述
は
ラ
ポ
ル
テ
（LaPorte 2000

）
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
主
張
と
は
多
少

異
な
る
。
本
来
の
ラ
ポ
ル
テ
の
論
証
に
従
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
あ
る
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名
辞
の
指
示
を
固
定
的
だ
と
す
る
場
合
、
そ
の
名
辞
の
選
定
お
よ
び
対
応
す
る
形

で
示
さ
れ
る
非
固
定
的
な
指
示
子
の
選
定
が
恣
意
的
だ
と
い
う
批
判
が
加
え
ら

れ
る
と
い
う
、
彼
自
身
の
想
定
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ラ
ポ
ル
テ
が
さ
ら
に

行
っ
た
反
論
は
、
単
称
名
辞
に
関
し
て
も
そ
う
し
た
恣
意
性
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
反
論
は
決
し
て
説
得
的
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
問

題
自
体
は
、
単
称
名
辞
が
あ
る
個
体
を
指
示
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
限
り
、
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
指
示
を
行
う
名
辞
と
記
述
と
の
対
比
で
固
定
性
を
考
え
て
い

こ
う
と
す
る
場
合
、
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ポ
ル
テ
の
論
述
は
解
決
を
導

く
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
問
題
を
固
定
性
の
議
論
が
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘

し
つ
つ
、
な
お
そ
れ
を
抱
え
た
形
で
ど
の
よ
う
な
拡
張
が
行
わ
れ
う
る
の
か
を
考

察
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。 

（
２
）
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
固
定
性
概
念
と
指
示
の
因
果
論
と
を
切
り
離
し
た
点
で
は
、
ラ

ポ
ル
テ
を
評
価
す
る
。 

（
３
）
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
「
指
示
の
因
果
論
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
考
え
方
が
、
そ
う
し
た
方
法
の
原
型
と
し
て
本
文
に
て
提
示
さ
れ

て
い
る
。 

（
４
）
こ
こ
に
お
い
て
「
意
味
」
が
何
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
か
に
は
注
意
が
必
要

で
あ
り
、
こ
れ
を
論
じ
る
に
は
さ
ら
に
別
の
論
文
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
指
摘

し
た
い
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
名
前
の
固
定
指
示
や
、
記
述
主
義
者
た
ち
の
省

略
説
が
、
ま
さ
に
意
味
の
説
明
の
た
め
に
作
ら
れ
た
理
論
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い

出
せ
ば
、
こ
こ
で
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
て
問
題
を
片
づ
け
よ
う
と

す
る
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
態
度
は
、
受
け
入
れ
る
の
に
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
類

の
も
の
で
あ
る
。 

（
５
）
以
上
の
議
論
に
つ
い
て
は
、K

im
 Sterelny, Paul E. G

riffiths (1999/06)

や

M
assim

o Pigliucci and Jonathan K
aplan (2006)

を
参
照
。 

（
６
）
た
だ
し
、
近
年
で
は
ク
リ
プ
キ
流
の
本
質
主
義
を
生
物
学
で
利
用
可
能
な
形
で
取

り
込
も
う
と
い
う
方
向
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
網
谷
（2007

）
を
参
照
。 
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On the Usefulness of Rigidity and Two Possibilities 

 

 
MOTOYAMA Asuka 

 

 
Abstract 
 
 This paper claims that Saul Kripke’s notion of rigidity is related to two kinds of possibilities and that the 
discussion between Joseph LaPorte and Stephen P. Schwartz is not fruitful, because they miss this nature of 
rigidity. 
 In Naming and Necessity, Saul Kripke argued about the notion of rigidity for proper names. Recently 
LaPorte and Schwartz have discussed about the applicability of this notion to general terms. But in this 
discussion, their positions are totally opposite. Particularly in the problem concerning the referents of 
general terms, their views shows a great difference.  
 What is crucial in this opposition is the lack of sufficient understanding about some important aspects of 
rigidity. Firstly in Kripke’s explanation the notion of rigidity underlies our intuitive understanding about 
possibilities and holds the relations between names and objects. Secondly rigidity relates two kinds of 
possibilities, which are the epistemic possibility and the metaphysical possibility. Thirdly rigidity is needed 
only for the latter, metaphysical one. But both LaPorte and Schwartz understand rigidity in relation to one of 
two possibilities. LaPorte's understanding about rigidity belongs to metaphysical possibility and Schwartz's 
to epistemic one. Lastly I will claim that it is very difficult to formalize the notion of rigidity, because this 
notion is very intuitive in its original version. 
 
 
Keyword: rigidity, Saul Kripke, descriptionism, general terms, two possibilities  
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