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知
覚
の
概
念
主
義
の
行
方

古
田
徹
也

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
知
覚
の
哲
学
に
お
い
て
「
概
念
主
義
（conceptualism

）」
と
呼
ば
れ
る
立
場
の
可
能
性
と
限
界
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
第
１
節
で
は
ま
ず
、「
知
覚
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
信
念
を
正
当
化
な
い
し
不
当
化
す
る
と
い

う
仕
方
で
こ
れ
と
接
続
し
う
る
の
か
」
と
い
う
、
概
念
主
義
が
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
の
中
身
を
確
認
す
る
。
続
く
第

２
節
で
は
、
概
念
主
義
を
主
導
す
る
Ｊ
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
Ａ
・
ノ
エ
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
を
概
観
し
、
第
３
節
で
は
、
彼
ら

の
議
論
が
抱
え
て
い
る
困
難
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
日
本
に
お
け
る
概
念
主
義
者
の
代
表
格
で
あ
っ
た
門
脇
俊
介
が
そ
の
困
難

を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
、
批
判
的
に
検
討
す
る
。
最
後
に
第
４
節
で
は
、「（
知
覚
が
正
当
化
を
も
た
ら
す

か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
）
そ
も
そ
も
信
念
は
如
何
に
し
て
正
当
化
（
不
当
化
）
さ
れ
う
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

概
念
主
義
と
は
異
な
る
方
向
性
を
素
描
し
、
門
脇
の
議
論
の
中
に
そ
こ
に
繋
が
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

概
念
主
義
は
、
英
語
圏
の
現
代
哲
学
の
一
つ
の
大
き
な
潮
流
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
の
特
徴
と
し
て
言
え
る

の
は
、
狭
義
の
分
析
哲
学
の
枠
組
み
を
越
え
、
現
象
学
や
生
態
学
、
認
知
心
理
学
な
ど
、
多
様
な
分
野
を
総
合
し
て
議
論
を
形

成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
門
脇
の
議
論
は
、
そ
う
し
た
分
野
横
断
的
な
哲
学
的
営
為
の
か
た
ち
、
共
生
す
る
哲
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学
の
か
た
ち
の
見
本
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
概
念
主
義
の
困
難
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
た
だ
こ

の
立
場
の
み
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
多
く
の
分
野
も
同
様
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
定
め
る
こ

と
で
も
あ
る
。
信
念
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
苦
境
か
ら
脱
出
す
る
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
、
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
な
お
如
何

に
難
し
い
課
題
で
あ
る
か

―
概
念
主
義
の
困
難
は
、
そ
れ
を
如
実
に
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

１　

信
念
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
苦
境

　

私
は
昨
日
、
読
み
か
け
の
本
を
机
の
上
に
置
い
て
寝
た
。
だ
か
ら
今
も
、
本
は
机
の
上
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
、「
本
が
机
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
信
念
が
正
し
い
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
素
朴
に
考
え
れ

ば
、
信
念
を
正
当
化
す
る
の
は
知
覚
経
験
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
本
が
机
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
信
念
の

真
偽
は
、
実
際
に
本
が
机
の
上
に
あ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
覚

経
験
が
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
我
々
の
信
念
を
裁
く
た
め
に
は
、
知
覚
経
験
そ
れ
自
体
が
真
で
あ
る

0

0

0

0

こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
件
は
、
次
の
二
つ
の
条
件
を
含
意
す
る
。（
１
）
知
覚
経
験
は
、「
真
」
と
い
う
真
理
値
を
持
ち
う

る
命
題
を
内
容
と
し
て
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
経
験
の
内
容
は
、「
机
の
上
の
本
」
と
い
う
も
の

0

0

で
は

な
く
（「
机
の
上
の
本
」
が
真
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
意
味
を
成
さ
な
い
）、「
本
が
机
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と

0

0

で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。（
２
）
知
覚
経
験
が
事
実
と
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
さ
ら
に
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
と
え
ば
私
が
、
本
が
机
の
上
に
あ
る
こ
と
を
見
て
い
る
。
し
か
し
、
本
当

0

0

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
錯
覚
や
幻
覚
か
も
し
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
眼
や
脳
に
異
常
が
生
じ
て
い
て
、
そ
う
見
え
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
誰
も
自
分
の
眼
と
脳
か
ら
逃

れ
て
世
界
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
知
覚
経
験
そ
れ
自
体
の
正
し
さ
を
さ
ら
に
知
覚
に
よ
っ
て
保
証
す
る
の
は
不

可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
知
覚
経
験
が
命
題
的
内
容
を
持
ち
、
そ
の
正
し
さ
が
究
極
的
に
は
保
証
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
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知
覚
も
信
念
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
本
が
机
の
上
に
あ
る
の
を
見
て
い
る
」
こ
と
は
「
本
が
机

の
上
に
あ
る
と
信
じ
て
い
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

―
こ
う
し
て
、
い
わ
ば
、
信
念
の
牢
獄
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
我
々
の
知
覚
も
想
像
も
、
あ
る
い
は
錯
覚
も
幻
覚
も
す
べ
て
、
信
念
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
知
覚
を
信
念
の
牢
獄
か
ら
抜
け
出
さ
せ
る
た
め
に
、
知
覚
が
命
題
的
内
容
を
持
つ
と
い
う
考
え
を
放
棄
す
れ
ば

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
あ
る
種
の
身
体
的
対
処
と
し
て
（
あ
る
い
は
、
身
体
と
環
境
世
界
と
の
相
互
作
用
と
し
て
）

知
覚
と
い
う
も
の
を
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
た
と
え
ば
Ｇ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
は
、
言
語
習
得
以
前
の
幼
児
や
他

の
動
物
も
言
語
習
得
以
後
の
人
間
と
同
様
の
知
覚
能
力
を
有
す
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
常
識
的
な
見
解
を
受
け
入
れ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
よ
れ
ば
、
知
覚
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
外
界
の
情
報
自
体
は
非
概
念
的
な
も
の
（
あ
る
い
は
、
未
だ
概
念

化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
）
で
あ
り
、
そ
の
情
報
入
力
か
ら
行
動
出
力
へ
至
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
概
念
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
系

統
発
生
的
に
先
立
つ
、
よ
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
だ
と
い
う
（Evans 1982, 157–158, 227

）。
し
か
し
、
知
覚
を
そ
の
よ
う
に

動
物
等
の
他
の
有
機
体
と
共
通
の
能
力
（
世
界
の
中
の
あ
る
も
の
を
別
の
あ
る
も
の
と
区
別
す
る
能
力
）
の
発
露
と
し
て
捉
え

る
と
い
う
こ
と
は
、「（
非
常
に
複
雑
な
）
刺
激
と
、（
非
常
に
複
雑
な
）
反
応
」
図
式
に
お
い
て
そ
れ
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
真
と
偽
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
い
う
真
理
概
念
の
理
解
を
必
要
と
し
な
い
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
そ
れ
を
捉
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
知
覚
経
験
そ
れ
自
体
は
命
題
的
内
容
を
持
た
ず
、
原
理
的
に
真
で
あ
る
こ
と
も
偽
で
も
あ
る
こ

と
も
な
く
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
信
念
の
正
当
化
と
い
う
点
に
関
し
て
そ
も
そ
も
何
の
関
わ
り
も
持
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
た
と
え
ば
「
本
が
机
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
知
覚
は
、
こ
こ
で
は
、「
太
陽
光
線
の
一
部
が
物
理
的
な
本
に
反
射
し
て
網

膜
に
飛
び
込
み
電
気
的
刺
激
へ
と
変
換
さ
れ
、
そ
の
刺
激
が
視
神
経
を
通
り
大
脳
新
皮
質
の
視
覚
野
に
達
し
て
一
定
の
ニ
ュ
ー

ラ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
興
奮
し
、
そ
の
興
奮
が
運
動
野
か
ら
運
動
神
経
へ
の
電
気
的
刺
激
へ
と
繋
が
り
、
眼
球
や
首
、
手
足

な
ど
の
更
な
る
運
動
を
解
発
し
て
い
く
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
描
像
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
情
報
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入
力
か
ら
行
動
出
力
へ
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、「
真
」
や
「
偽
」
と
い
う
概
念
は
ど
こ
に
も
登
場
し
え
な
い
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
物
理
的
プ
ロ
セ
ス
自
体
は
真
で
も
偽
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
視
神
経
の
こ
の
興
奮
は
正
し
い

0

0

0

（
誤
り
0

0

で

あ
る
）」
と
言
う
の
は
意
味
を
成
さ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
地
球
の
運
行
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
「
正
し
い
」
と
か
「
誤
り
で

あ
る
」
と
か
言
う
こ
と
が
意
味
を
成
さ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
我
々
は
、
信
念
の
正
当
化
は
如
何
に
し
て
可
能
か
と
い
う
点
で
、
Ｗ
・
Ｓ
・
セ
ラ
ー
ズ
（Sellars 1963

）
が
「
所
与
の

神
話
（m

yth of the given

）」
の
崩
壊
と
し
て
描
き
取
っ
た
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
デ
ィ
レ
ン
マ
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
「
本
が
机
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
信
念
が
形
成
さ
れ
る
源
泉
と
し
て
机
の
上
の
本
の
知
覚
と
い
う
所
与

―
表
象
、
印
象
、

セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
（
感
覚
与
件
）、
ク
オ
リ
ア
、
等
々

―
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
所
与
が
命
題
の
か
た
ち
で
表
現
で

き
る
よ
う
な
内
容
を
持
た
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
本
が
机
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
信
念
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
、
ま
た
他
方
、
そ
の
所
与
が
命
題
的
内
容
を
持
つ
（
す
な
わ
ち
、
真
偽
の
値
を
持
ち
う
る
）
と
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
が

正
当
化
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
苦
境
を
、
た
と
え
ば
Ｄ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
言

い
表
し
て
い
る
。

　

感
覚
が
単
な
る
原
因
な
ら
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
の
信
念
を
正
当
化
せ
ず
、
ま
た
他
方
、
感
覚
が
何
ら
か
の
情
報
を
も
た

ら
す
な
ら
、
そ
の
情
報
は
嘘
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。（D

avidson 2001a, 144; 

邦
訳
、
二
二
九
） 

　

信
念
の
正
当
化
（
あ
る
い
は
不
当
化
）
が
如
何
に
し
て
な
さ
れ
う
る
の
か
を
見
出
す
と
い
う
課
題
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
信
念
を
正
当
化
す
る
事
実
、
す
な
わ
ち
、
真
で

0

0

あ
る
こ
と

0

0

0

0

を
我
々
が
見
出
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
信
じ
て
い
る
こ
と
」
と
「
事
実
成

り
立
っ
て
い
る
こ
と
」
と
の
対
比
と
い
う
も
の
が
実
行
不
可
能
と
な
る
の
だ
か
ら
、
信
念
お
よ
び
真
理
と
い
う
概
念
の
実
質
そ
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の
も
の
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
信
念
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
か
ら
脱
出
す
る
道
は
如
何
に
し
て
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

２　

概
念
主
義
の
戦
略

２・１
　
信
念
と
概
念
の
分
離

　

信
念
の
正
当
化
と
知
覚
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
現
在
ひ
と
つ
の
有
力
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
が
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
や

ノ
エ
ら
の
「
概
念
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
で
あ
る
。
概
念
主
義
者
は
、
カ
ン
ト
の
有
名
な
「
内
容
な
き
思
考
は
空
虚
で
あ

り
、
概
念
な
き
直
観
は
盲
目
で
あ
る
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
を
導
き
に
し
て
、
経
験
内
容
は
感
覚
の
受
容
性
と
概
念
的
な
能
力
と

い
う
能
動
性
が
協
同
し
て
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
（M

cD
ow

ell 1994, 9–10

）、
と
主
張
す
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
我
々
が
世
界
に
対
し
て
持
つ
知
覚
的
関
係
は
、
世
界
が
我
々
の
受
容
能
力
に
及
ぼ
す
刺
激
に
至
る
ま
で
、
徹
頭
徹
尾
、
概
念

的
で
あ
る
」（M

cD
ow

ell 2009c, 308; 

邦
訳
、
六
三
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

重
要
な
の
は
、
概
念
主
義
者
は
こ
の
よ
う
に
「
成
熟
し
た
人
間
の
知
覚
は
常
に
す
で
に
概
念
的
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
成
熟
し
た
人
間
の
知
覚
は
常
に
す
で
に
そ
れ
自
体
が
信
念

0

0

で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
知
覚
経
験
を
持
つ
こ
と
は
信
念
を
持
つ
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
が
、
し
か
し
概
念
的
な
も
の

で
は
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
信
念
と
概
念
と
を
切
り
離
す
の
で
あ
る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
Ｐ
を
見
る
こ
と
は
、
視
覚
的
な
仕
方
で
Ｐ
と
い
う
信
念
を
得
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
た
と
え
、
Ｐ
を
見
た
人
は
通

常
は
ま
さ
に
Ｐ
と
い
う
信
念
を
得
る
と
い
う
の
は
疑
い
な
い
と
し
て
も
」（M

cD
ow

ell 2009b, 158

）。

　

概
念
主
義
者
が
信
念
と
概
念
と
を
切
り
離
し
、
知
覚
経
験
は
概
念
的
な
も
の
だ
が
信
念
を
持
つ
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
、
と

す
る
の
は
、「
か
く
か
く
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
当
は
し
か
じ
か
で
あ
る
」
と
信
じ
る
（
判
断
す
る
）
こ
と
が
可
能
だ
、
あ
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る
い
は
、「
か
く
か
く
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
当
は
分
か
ら
な
い
」
と
判
断
を
差
し
控
え
る
こ
と
が

可
能
だ
、
と
彼
ら
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
・
リ
エ
ル
の
錯
視
図
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。

上
の
図
の
二
つ
の
線
は
、
長
さ
が
同
じ
だ
と
知
っ
て
い
て
も
な
お
、
上
の
線
の
方
が
長
く
見
え
る
だ
ろ

う
。
逆
に
言
え
ば
、
二
つ
の
線
は
違
う
長
さ
に
見
え
る

0

0

0

が
、
そ
う
と
は
信
じ
な
い

0

0

0

0

（
そ
う
判
断
し
な
い
）、

と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
強
く
指
摘
し
た
の
は
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
で
あ
り
、
彼
は
こ
の

こ
と
か
ら
、
知
覚
は
信
念
独
立
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
（Evans 1982, 123–4

）。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
も
ノ
エ

も
、
基
本
的
に
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
が
、
知
覚
が
信
念
と
無
関
係
で
あ
る
と
い
う

こ
と
ま
で
は
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
人
に
事
物
が
ど
う
見
え
る
の
か
は
、
人
が
事
物
の
あ
り
方
に

つ
い
て
ど
う
判
断
す
べ
き

0

0

0

か
と
い
う
こ
と
と
、
少
な
く
と
も
関
連
は
持
ち
続
け
る

（
（
（

」（N
oë 2004, 188; 

邦

訳
、
三
〇
八
）
と
彼
ら
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
錯
視
図
の
知
覚
の
よ
う
な
極
め
て
例

外
的
で
作
為
的
な
場
面
は
別
と
し
て
も
、
日
常
的
な
場
面
に
お
い
て
は
、「
Ｐ
を
見
る
と
い
う
知
覚
経
験
を
持
つ
こ
と
は
、
Ｐ

と
い
う
信
念
を
持
つ
十
分
な
理
由
を
提
供
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
知
覚
経
験
は
信
念
に
対
し
て
理
由
構
成
的
な
関
係
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ノ
エ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
知
覚
経
験
の
内
容
が
概
念
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
内
容

が
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

0

0

0

の
で
は
な
く
、
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
う
る

0

0

0

0

0

、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
」（189; 

三
〇
八
）。
ま
た
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
も
同
様
の
こ
と
を
、「
経
験
を
持
つ
こ
と
は
、
信
念
に
対
す
る
合
理
的
な
権
利
付
与
（rational 

entitlem
ent

）
を
構
成
す
る
」（M

cD
ow

ell 2009d, 132

）
と
い
う
言
い
方
で
表
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
概
念
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
知
覚
経
験
は
特
定
の
信
念
を
持
つ
こ
と
と
は
独
立
だ
が
、
そ
の
信
念
を

持
つ
こ
と
に
対
し
て
理
由
構
成
的
な
関
係
に
あ
る
（
合
理
的
な
権
利
付
与
を
も
た
ら
す
関
係
に
あ
る
）
と
い
う
意
味
で
、
そ
の

信
念
を
持
つ
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
成
熟
し
た
人
間
に
お
け
る
知
覚
経
験
は
、
理
由
構
成
関
係
と
い
う

推
論
的
な
連
関
の
全
体

―
所
謂
「
理
由
の
空
間
（space of reasons

）」

―
の
圏
内
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
で
に
概
念
的
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な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
知
覚
と
信
念
と
の
繋
が
り
が
確
保
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
彼
ら
の
議
論
は
、
ま
ず
、
経
験
は
概
念
よ
り
も
き
め
細
や
か

0

0

0

0

0

で
あ
る
（
経
験
は
我
々
の
概
念
的
す
な
わ
ち
言
語

的
な
リ
ソ
ー
ス
を
凌
駕
し
て
い
る
）
と
い
う
常
識
的
見
解
と
衝
突
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
窓
の
外
に
あ
る
木
の
葉

は
、
幾
重
に
も
重
な
り
合
い
な
が
ら
日
差
し
を
透
か
し
、
果
て
し
な
い
ほ
ど
の
微
妙
な
色
合
い
を
見
せ
る
が
、
我
々
は
そ
れ
ら

す
べ
て
を
指
示
す
る
色
彩
語
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
（Evans 1982, 229

）
や
Ｒ
・
ヘ
ッ
ク
（H

eck 2000, 489–90

）
は
、

こ
う
し
た
事
実
は
経
験
が
概
念
よ
り
も
き
め
細
や
か
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、
経
験
は
非
概
念
的
な
も
の
で
あ
る

と
結
論
付
け
る
。

　

し
か
し
概
念
主
義
は
、「
信
念
を
持
つ
こ
と
（
判
断
す
る
こ
と
）」
と
「
概
念
的
能
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
」
を
同
一
視
し
な

い
た
め
、
両
者
を
同
一
視
す
る
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
や
ヘ
ッ
ク
の
主
張
は
概
念
主
義
批
判
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
、
木
の
葉
の
微
妙
な
色
合
い
を
見
て
「
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
暗
い
黄
緑
色
だ
」
と
判
断
し
た
と
し
よ
う
。
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
や
ヘ
ッ

ク
に
と
っ
て
は
、
そ
の
判
断
の
中
の
「
ち
ょ
っ
と
暗
い
黄
緑
色
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
と
き
一
回
き
り
の
色
彩
印
象
を
指
示
す

る
も
の
で
あ
る
た
め
、
所
謂
「
一
般
性
制
約
」（
概
念
は
様
々
な
信
念
内
容
を
ま
た
い
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
う
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
制
約
）
に
抵
触
し
、
し
た
が
っ
て
概
念
と
は
呼
べ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
概
念
主
義
者

は
、「
あ
る
能
力
を
持
つ
こ
と
」
と
「
そ
の
能
力
が
発
現
し
て
い
る
こ
と
」
と
を
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
や
ヘ
ッ
ク
は
混
同
し
て
い
る
と

主
張
す
る
。
概
念
的
能
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
と
は
、「
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
暗
い
黄
緑
色
だ
」
と
具
体
的
な
場
面
で
判
断
す
る

こ
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
色
合
い
に
つ
い
て
も
「
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
暗
い
黄
緑
色
だ
」「
こ
れ
は
鶯
色
と
黄
緑

色
の
中
間
だ
」「
こ
れ
は
か
な
り
濃
い
黄
緑
色
だ
」
と
い
っ
た
無
数
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
示

さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
概
念
主
義
者
は
色
彩
概
念
と
い
う
も
の
を
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
ら
の
よ
う
に
実
体

的
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
人
々
が
判
断
に
お
い
て
実
際
に
数
多
く
用
い
て
き
た
具
体
的
な
色
彩
語
（
赤
色
、
黄
緑
色
、

群
青
色
、
等
々
）
の
集
合
と
し
て
は
捉
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ノ
エ
は
、「
知
覚
内
容
は
概
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
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う
主
張
は
、
我
々
が
知
覚
に
ま
つ
わ
る
語
彙
目
録
に
暗
黙
的
に
通
暁
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
主
張
な
の
で
は
な
い
…
…

〔
知
覚
経
験
の
概
念
性
は
〕
我
々
が
す
べ
て
の
も
の
の
名
前
を
実
際
に
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
必
要
は
な
い
」

（N
oë 2004, 191; 

邦
訳
、
三
一
一
）
と
強
調
し
て
い
る
。

　

ノ
エ
は
、
色
彩
概
念
を
む
し
ろ
数
概
念
と
の
類
比
に
お
い
て
捉
え
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
（195–8; 

三
一
九
〜
二
三
）。

我
々
は
す
べ
て
の
数
を
数
え
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
任
意
の
数
も
書
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
数
概
念
を

理
解
し
て
い
る
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
能
力
を
持
つ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
我
々
は
、
無
限
に
多
様
な

色
彩
に
対
応
す
る
無
限
の
色
彩
語
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
任
意
の
色
彩
も
言
葉
に
よ
っ

て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
色
彩
概
念
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
ノ
エ
は
指
摘
す

る
の
で
あ
る
。

２・２
　
感
覚
運
動
的
技
能
と
し
て
の
知
覚
―
大
森
荘
蔵
の
「
立
ち
現
れ
一
元
論
」
と
の
相
違

　

ノ
エ
に
よ
れ
ば
、
知
覚
経
験
の
き
め
細
や
か
さ
を
強
調
す
る
議
論
は
、
た
と
え
ば
視
覚
経
験
を
一
種
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ

ト
（
ど
の
部
分
も
細
部
ま
で
一
様
に
映
し
出
さ
れ
た
画
像
）
の
よ
う
に
見
な
す
旧
来
の
視
覚
モ
デ
ル
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。

ノ
エ
は
、
Ｍ
・
メ
ル
ロ
=
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
や
Ｊ
・
Ｊ
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
生
態
学
、
あ
る
い
は
Ｕ
・
ナ
イ
サ
ー
の
認
知
心
理
学

の
知
見
な
ど
も
幅
広
く
取
り
入
れ
な
が
ら
、
こ
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
・
モ
デ
ル
自
体
に
根
本
的
な
錯
誤
が
あ
る
と
主
張
し
、

知
覚
経
験
と
は
そ
の
本
質
か
ら
し
て
不
確
定

0

0

0

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
（N

oë 2004, 134; 

邦
訳
、
二
一
七
）。
我
々
が
た

と
え
ば
ト
マ
ト
を
見
る
と
き
、
そ
の
す
べ
て
の
面
を
同
時
に
見
る
こ
と
は
原
理
的
に
で
き
な
い
。
我
々
は
、
三
次
元
の
世
界
に

住
ま
い
、
特
定
の
視
点
か
ら
世
界
を
眺
め
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
眼
前
に
広
が
る
光
景
は
、
常
に
隠
れ
た
部
分
が
存

在
す
る
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
。
ト
マ
ト
の
側
面
や
背
面
を
見
よ
う
と
す
れ
ば
、
我
々
は
自
分
の
身
体
を
動
か
す
か
、
身
体
を

使
っ
て
ト
マ
ト
自
体
を
動
か
す
必
要
が
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
感
覚
と
身
体
運
動
と
が
相
互
に
絶
え
ず
絡
み
合
っ
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て
い
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
ト
マ
ト
を
平
板
な
絵
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
立
体
と
し
て
経
験
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
ノ
エ
は
、「
立
方
体
の
三
次
元
的
な
現
前
を
我
々
に
も
た
ら
す
よ
う
な
理
解
と
は
、
あ
る
種
の
感
覚
運
動
的
（sensorim

otor

）

な
理
解
で
あ
る
」（207; 

三
三
九
）
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
彼
に
よ
れ
ば
、「
我
々
が
感
覚
運
動
的
な
知
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
観
察
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
立
方
体

0

0

0

と
い
う
概
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
基
礎
な
の
で
あ
る
」（
同
）。

　

事
情
は
、
立
体
だ
け
で
な
く
、
二
次
元
の
画
像
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
群
衆
が
写
さ
れ
た
写
真
の
中
か
ら
友
人
の
顔
を

見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
眼
球
を
動
か
し
、
様
々
な
顔
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
作
業
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的

を
達
す
る
。
つ
ま
り
、
眼
前
に
広
が
る
光
景
の
奥
行
き
や
細
部
と
い
う
も
の
は
、
感
覚
と
身
体
運
動
と
の
相
互
依
存
的
な
技
能

―
感
覚
運
動
的
技
能

―
を
行
使
す
る
者
に
と
っ
て
は
じ
め
て
現
出
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
一
挙
に

0

0

0

奥
行
き
や
細
部
が
経

験
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ノ
エ
に
よ
れ
ば
、
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
・
モ
デ
ル
の
誤
り
は
、
認
知
心
理
学
に
お
け
る
「
非
注
意
に
よ
る
見
落
と
し

（inattentional blindness

）」
や
「
変
化
の
見
落
と
し
（change blindness

）」
を
め
ぐ
る
数
々
の
実
験
が
如
実
に
証
し
立
て
て
い

る
（49–53; 

七
五
〜
八
二
）。
た
と
え
ば
、
ビ
デ
オ
で
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
試
合
を
見
て
、
パ
ス
の
回
数
を
数
え
る
よ
う
に
言

わ
れ
た
被
験
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
傘
を
差
し
た
女
性
や
ゴ
リ
ラ
の
着
ぐ
る
み
を
着
た
人
が
コ
ー
ト
を
横
切
っ
て
も
、
そ
の
こ
と

に
全
く
気
付
か
な
い
。
傘
を
差
し
た
女
性
や
ゴ
リ
ラ
は
被
験
者
の
網
膜
像
に
は
映
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
視
覚
経
験
を

ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
見
な
す
モ
デ
ル
で
は
、
こ
う
し
た
「
非
注
意
に
よ
る
見
落
と
し
」
や
「
変
化
の
見
落
と
し
」
を

説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
実
験
を
行
っ
た
ナ
イ
サ
ー
は
、「
注
意
と
は
知
覚
そ
の
も
の
で
あ
る
」（N

eisser 1976, 87; 

邦
訳
、

九
一
）
と
結
論
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
や
眼
球
を
動
か
し
て
パ
ス
の
回
数
や
ゴ
リ
ラ
等
に
注
意
を
向
け
る
行
為
自
体

が
ま
さ
に
知
覚
経
験
な
の
で
あ
っ
て
、
注
意
す
る
こ
と
に
お
い
て
我
々
は
、「
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
的
に
映
し
出
さ
れ
た
表
象

（
心
的
表
象
）
に
対
し
て
さ
ら
に
注
意
を
向
け
る
」
と
い
う
二
つ
の
段
階
を
踏
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ノ
エ
も
こ
の
見
方
を
踏
襲
す
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
細
密
な
世
界
は
表
象
と
し
て
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
感
覚
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運
動
的
技
能
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
細
部
に
注
意
を
向
け
る
と
い
う
行
為
に
お
い
て
の
み
現
前
す
る
と
、
彼
は
主
張
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
世
界
の
詳
細
が
現
前
し
て
い
る
と
い
う
私
の
感
覚
は
、
自
分
の
身
体
を
動
か
し
注
意
を
シ
フ
ト
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
詳
細
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
私
の
能
力
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
世
界
は

い
ま
私
に
現
前
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
ア
ク
セ
ス
可
能
な
も
の
と
し
て
な
の
で
あ
る
」

（N
oë 2004, 192; 

邦
訳
、
三
一
四
）。

　

こ
の
論
点
は
、
伝
統
的
な
物
心
二
元
論
を
超
克
す
る
た
め
の
一
つ
の
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
は
知
覚
経
験
を
、
世

界
内
に
実
在
す
る
様
々
な
対
象
の
心
的
表
象
と
し
て
で
は
な
く
、
諸
対
象
の
い
わ
ば
直
接
的
な
把
握
と
し
て
説
得
的
に
描

き
出
そ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
試
み
は
、
生
態
学
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ
ち
、

「
対
象
や
事
象
は
主
観
の
構
成
物
や
表
象
な
ど
で
は
な
く
、
環
境
中
に
そ
の
ま
ま
に
実
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」（
河
野 

二
〇
〇
三
、二
九
）
と
い
う
直
接
知
覚
論
な
い
し
直
接
実
在
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
河
野
哲
也
は
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
要

と
な
る
主
張
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。「
知
覚
は
表
象
を
所
有
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
環
境
に
注
意
を
向
け
る
行
為
で

あ
る
。
過
去
経
験
が
現
在
の
知
覚
に
貢
献
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
過
去
に
お
け
る
学
習
が
知
覚
と
い
う
行
為
を
熟
達

さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
」（
六
三
）。
同
様
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
ノ
エ
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
我
々
は
感
覚
運
動
的
な
知

を
、
経
験
に
対
し
て
適
用
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

（apply to

）
の
で
は
な
く
、
経
験
に
お
い
て

0

0

0

0

（in

）
発
揮
す
る
の
で
あ
る
」（N

oë 2004, 194; 

邦

訳
、
三
一
六
〜
七
）。

　

こ
の
生
態
学
的
一
元
論
は
、
直
接
知
覚
論
（
直
接
実
在
論
）
の
も
う
一
つ
の
形
態
で
あ
る
大
森
荘
蔵
の
所
謂
「
立
ち
現
れ
一

元
論
」
と
あ
る
程
度
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
と
は
「
無
垢
の
素
材
の
よ
う
な
も
の
（
感
覚
印
象
、
セ
ン

ス
・
デ
ー
タ
、
等
々
）
が
ま
ず
与
え
ら
れ
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
加
工
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
二
段
階
の
工
程
な
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
強
調
す
る
点
で
は
、
両
者
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
大
森
の
場
合
、
眼
を
向
け
る
と

い
っ
た
身
体
運
動
と
「
見
え
て
い
る
」
こ
と
と
は
厳
然
と
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
身
体
の
各
部
位
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
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て
刻
々
と
移
り
行
く
視
覚
風
景
が
今
こ
こ
の
視
覚
風
景
に
籠
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
立
体
の
三
次
元
的
な
現
前
を
我
々
に

も
た
ら
す
と
説
明
さ
れ
る
（
大
森 

一
九
九
九
、
四
八
〜
五
二
）。
し
か
し
こ
の
説
明
で
は
、
籠
め
ら
れ
る
視
覚
風
景
が
時
間
的
空

間
的
に
際
限
が
無
く
な
る
た
め
、「
結
局
、
視
覚
風
景
と
は
常
に

0

0

四
次
元
の
全
宇
宙
世
界
の
風
景
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
」（
六
四
）。

　

一
方
、
ノ
エ
が
採
用
す
る
生
態
学
的
一
元
論
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
「
今
こ
こ
の
視
覚
風
景
は
常
に
四
次
元
的
な
全
宇
宙
の

風
景
で
あ
る
」
と
い
う
法
外
な
描
像
に
帰
着
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
一
元
論
で
は
身
体
運
動
と
「
見
え
て
い

る
」
こ
と
と
を
区
別
し
な
い
た
め
、「
今
こ
こ
で
見
え
て
い
る
視
覚
風
景
に
、
そ
れ
と
連
続
す
る
視
覚
風
景
が
籠
め
ら
れ
る
」

と
い
う
契
機
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
元
論
に
お
い
て
「
知
覚
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
身
体
運
動

に
よ
っ
て
世
界
の
細
部
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
く
一
連
の
過
程

0

0

0

0

0

、
世
界
と
身
体
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
サ
イ
ク
ル
（
循
環
シ
ス

テ
ム
）
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３　

概
念
主
義
が
抱
え
る
困
難

３・１
　「
原
概
念
」
か
ら
「
概
念
」
へ
の
壁

　

以
上
の
よ
う
に
概
念
主
義
は
、
信
念
と
概
念
と
を
切
り
離
し
、
特
定
の
知
覚
経
験
を
得
る
こ
と
は
特
定
の
信
念
を
持
つ
こ
と

と
同
じ
で
は
な
い
が
、
そ
の
信
念
を
持
つ
こ
と
に
対
し
て
理
由
構
成
的
な
関
係
に
あ
る
（
合
理
的
な
権
利
付
与
を
も
た
ら
す
関

係
に
あ
る
）
と
い
う
意
味
で
、
常
に
す
で
に
概
念
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
経
験
は
概
念
よ
り
も
き
め
細

や
か
で
あ
る
（
経
験
は
我
々
の
概
念
的
す
な
わ
ち
言
語
的
な
リ
ソ
ー
ス
を
凌
駕
し
て
い
る
）
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、（
１
）

概
念
的
能
力
と
は
「
知
覚
経
験
の
き
め
細
や
か
さ
に
対
応
す
る
色
彩
語
等
の
膨
大
な
語
彙
を
実
際
に
所
有
し
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、「
任
意
の
色
彩
や
形
象
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
、（
２
）「
経
験
の
き
め
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細
や
か
さ
」
と
い
う
観
念
が
依
拠
す
る
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
・
モ
デ
ル
は
視
覚
の
モ
デ
ル
と
し
て
根
本
的
に
誤
っ
て
お
り
、
経

験
と
は
本
質
的
に
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
以
上
の
二
点
に
よ
っ
て
反
論
し
て
い
る
。
ノ
エ
は
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

我
々
は
あ
る
形
態
に
つ
い
て
、
そ
の
す
べ
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
（
面
、
相
）
の
名
前
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ア
ス

ペ
ク
ト
が
変
化
し
て
い
く
仕
方
を
掌
握
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
形
態
の

0

0

0

経
験
と
い
う
も
の
は
あ
り
う
る
の
だ
、
と
（N

oë 

2004, 198; 
邦
訳
、
三
二
四
）。

　

概
念
主
義
に
対
す
る
よ
り
根
本
的
な
批
判
は
、
知
覚
に
お
け
る
身
体
的
対
処
や
技
能
的
習
熟
と
い
う
側
面
を
重
視
す
る
Ｈ
・

Ｌ
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
知
覚
は
『
ど
こ
ま
で
も
（all the w

ay out

）』
概
念
的
で
あ
る

と
い
う
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
セ
ラ
ー
ズ
的
な
主
張
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
言
語
習
得
以
前
の
幼
児
や
高
等
動
物
と
我
々

が
共
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
基
本
的
な
部
類
の
知
覚
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
我
々
に
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
」（D

reyfus 

2006, 43; 

邦
訳
、
三
六
）
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
よ
れ
ば
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
ら
は
、「
所
与
の
神
話
」
を
避
け
よ

う
と
す
る
あ
ま
り
に
、
経
験
主
義
の
対
極
に
あ
る
主
知
主
義
へ
と
舵
を
切
り
す
ぎ
て
い
る

（
（
（

。
概
念
主
義
は
、
身
体
的
対
処
も
含

め
た
あ
ら
ゆ
る
認
識
や
行
為
に
心
的
作
用
が
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
別
の
神
話
、
す

な
わ
ち
「
心
的
作
用
の
神
話
」
を
提
示
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
（sec.III

）。

　

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
こ
の
批
判
は
、「
人
間
は
基
本
的
な
知
覚
能
力
を
他
の
動
物
と
共
有
し
て
い
る
」
と
い
う
常
識
的
な
見
解

と
合
致
す
る
た
め
、
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
知
覚
経
験
の
非
概
念
性
を
主
張
す
る
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
議
論

に
関
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
第
１
節
）、
知
覚
経
験
が
命
題
の
か
た
ち
で
表
現
で
き
る
よ
う
な
内
容
を
持
た
な
い
と
す

る
な
ら
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
信
念
と
結
び
つ
き
そ
れ
を
正
当
化
な
い
し
不
当
化
で
き
る
の
か
が
全
く
の
謎
と
な
っ
て
し
ま
う
。

「
成
熟
し
た
人
間
の
知
覚
経
験
は
常
に
す
で
に
概
念
的
で
あ
る
」
と
い
う
概
念
主
義
の
主
張
は
、
知
覚
経
験
が
非
概
念
的
で
あ

る
な
ら
そ
れ
が
信
念
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
端
的
に
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
言
語
習
得
以
後
の
人
間
の
知
覚
経
験
は
そ
も
そ
も

概
念
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
、
い
わ
ば
論
理
的
な
次
元
の
主
張
な
の
で
あ
り
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
そ
れ
以
上
の
具



45 知覚の概念主義の行方

体
的
な
議
論
を
行
お
う
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る

（
（
（

。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
具
体
的
に
知
覚
と
信
念
と
が
ど
の
よ
う

に
接
続
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
語
り
出
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
主
義
と
い
う
立
場
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し

か
し
、
こ
の
次
元
の
主
張
に
留
ま
っ
て
い
て
は
、
概
念
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
は
中
身
を
持
た
な
い
水
掛
け
論
に
ひ
た
す
ら
終
始

す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
概
念
主
義
者
の
中
で
も
ノ
エ
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
論
理
的
な
次
元
の
主
張
か
ら
踏
み
出
し
、

我
々
の
知
覚
経
験
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
積
極
的
な
主
張
を
行
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
ノ
エ
の

議
論
は
、
人
間
が
概
念
の
萌
芽
的
な
形
態
、
す
な
わ
ち
原0

概
念
（proto-concept

）
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
内
実
の
説
明
と
は

な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
彼
自
身
、「
私
の
提
案
は
、
感
覚
運
動
的
技
能
が
そ
れ
自
身
、
概
念
的
な
い
し

0

0

0

0

0

0

『
原0

概
念
的

0

0

0

』
な
技
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（N

oë 2004, 183; 

邦
訳
、
二
九
九 

※
強
調
は
引
用
者
）
と
述
べ
、「
原
概
念
」
と
い
う

術
語
の
出
典
と
し
て
当
該
の
Ｈ
・
パ
ト
ナ
ム
の
議
論
（Putnam

 1992, chap.2

）（Putnam
 1999, 159–62; 

邦
訳
、
二
三
四
〜
六
）
を

挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
パ
ト
ナ
ム
が
実
際
に
行
っ
て
い
る
の
は
、
概
念
と
原
概
念
と
を
厳
然
と
区
別
す
る
と
い
う
作

業
に
他
な
ら
な
い
。
彼
が
「
原
概
念
」
と
い
う
術
語
を
案
出
し
た
の
は
、「
原
概
念
の
所
有
と
は
、
概
念
を
持
つ
た
め
の
前
提

条
件
と
な
る
能
力
の
一
つ
を
表
す
も
の
で
し
か
な
く
、
概
念
と
決
し
て
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
点
を
強

調
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
犬
が
肉
を
そ
れ
以
外
の
物
か
ら
区
別
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
犬
は
肉
に
関
す
る
原
概
念
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
肉
の
概
念
を
持
っ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
犬
が
た
と
え
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
用
の
肉
の
代
用
食
品
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
「
犬
は
そ
の

食
品
を
間
違
っ
て
肉
と
信
じ
て
い
た
」
と
い
う
風
に
信
念
を
帰
属
さ
せ
る
必
要
は
な
く
、「
犬
は
、
通
常
は
偽
物
で
あ
る
こ
と

が
ま
ず
な
い
よ
う
な
、
我
々
が
『
肉
』
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
物
体
に
特
有
の
刺
激
に
、（
非
常
に
高
度
で
複
雑
な
情
報
処
理
機
構

を
介
し
て
）
反
応
し
た
の
だ
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
感
覚
運
動
的
技
能
と
い
う
身
体
的
対
処
に
よ
っ
て
知
覚
経
験
を
特
徴
付
け
て
い
く
ノ
エ
の
議
論
は
、
知
覚
の
き
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め
細
や
か
さ
と
い
う
直
観
を
保
持
し
知
覚
に
関
し
て
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
的
な
直
観
を
持
つ
よ
う
な
論
者
（「
非
注
意
に
よ
る

見
落
と
し
」
や
「
変
化
の
見
落
と
し
」
の
実
験
を
意
外
と
受
け
と
め
る
論
者
）
に
対
し
て
は
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
概
念
主
義
が
回
答
を
与
え
る
べ
き
目
下
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、「
知
覚
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
信
念
を
正
当
化
（
不
当

化
）
す
る
と
い
う
仕
方
で
こ
れ
と
接
続
し
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
課
題
に
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意

味
で
、
ノ
エ
の
議
論
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
批
判
へ
の
反
論
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
信
念
の
正
当
化
の
可
能
性
に
関
し
て
む
し
ろ
ド

レ
イ
フ
ァ
ス
と
同
じ
困
難
を
抱
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る

（
（
（

。

３・２
　
門
脇
俊
介
の
概
念
主
義
と
そ
の
限
界

　

門
脇
俊
介
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
や
ノ
エ
の
解
釈
主
義
の
方
向
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
こ
の
課
題
に
答
え
る
方
途
を
追
求
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、「
知
覚
か
ら
信
念
シ
ス
テ
ム
へ
の
連
続
的
な
表
象
の
あ
い
だ

0

0

0

0

0

0

で
の
理
由
づ
け
と
い
う
よ
り
は
、
不
確
定
で
非
命

題
的
で
あ
る
知
覚
の
志
向
性
が
、
確
定
的
な
命
題
へ
と
完
成
さ
れ
る

0

0

0

0

0

関
係
と
し
て
、
知
覚
と
信
念
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
考
え

直
す
と
い
う
進
み
方
」（
門
脇 

二
〇
〇
四
、一
〇
〇
）
で
あ
る
。
門
脇
は
そ
の
「
進
み
方
」
の
具
体
的
な
有
り
様
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

　

知
覚
の
志
向
性
が
、
命
題
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
推
論
的
な
信
念
シ
ス
テ
ム
に
、
世
界
か
ら
の
制
約
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
前
者
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
、
命
題
や
推
論
が
完
成
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
こ
こ
に

ペ
ン
が
あ
る
」
と
い
う
文
（
あ
る
い
は
対
応
す
る
信
念
）
が
正
し
い
の
は
、
こ
こ
に
ペ
ン
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
経
験
の
内

的
像
が
あ
る
か
ら
で
も
、
客
観
的
世
界
か
ら
こ
こ
に
ペ
ン
が
あ
る
と
い
う
情
報
が
送
り
込
ま
れ
て
く
る
か
ら
で
も
な
く
、
私

が
目
の
前
の
ペ
ン
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
適
切
な
ふ
る
ま
い
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。「
ペ
ン
を

取
っ
て
」
と
依
頼
さ
れ
れ
ば
ペ
ン
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
赤
い
ペ
ン
に
つ
い
て
「
赤
い
も
の
に
さ
わ
る
な
」
と
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命
令
さ
れ
れ
ば
手
を
引
っ
込
め
、
ペ
ン
を
す
ぐ
さ
ま
見
分
け
て
署
名
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
適
切
な
ふ
る
ま
い

が
で
き
る
こ
と
が
、
本
物
の
知
覚
経
験
で
あ
り
、
不
確
定
で
非
命
題
的
な
志
向
性
が
世
界
へ
向
か
う
行
動
の
方
向
づ
け
を
形

成
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
、
知
覚
の
志
向
性
で
あ
る
。

　

別
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
な
ら
、
ペ
ン
に
つ
い
て
の
命
題
や
推
論
は
、
命
題
や
推
論
以
前
に
含
蓄
さ
れ
た
ふ
る
ま
え
る

こ
と
の
可
能
性
、
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
能
を
「
表
現
」
す
る
か
ら
、
知
覚
に
よ
っ
て
正
し
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

…
…
表
現
と
は
、
命
題
的
・
推
論
的
に
未
確
定
で
は
あ
っ
た
が
す
で
に
「
技
能
」
の
形
で
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
、
明
示
的

に
確
定
し
て
や
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。（
一
〇
〇
〜
一
）

つ
ま
り
門
脇
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
目
の
前
の
ペ
ン
の
知
覚
と
は
、
そ
の
ペ
ン
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
ふ
る
ま
い
が
で
き
る
と
い

う
「
技
能
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
技
能
と
い
う
不
確
定
で
非
命
題
的
な
志
向
性
が
す
で
に
含
ん
で
い
る
も
の
が
命
題
と

い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
、
明
示
的
に
確
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
知
覚
と
信
念
の
結
び
つ
き
の
内
実
で
あ
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

知
覚
が
非
命
題
的
な
「
技
能
」
と
し
て
の
志
向
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
、「
知
覚
は
哲
学
者
た
ち
が

想
定
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
は
『
と
し
て
』
と
い
う
仕
方
で
い
つ
も
概
念
化
さ
れ
、
明
示
的
に
命
題
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
」（
門
脇 

二
〇
〇
七
ｂ
、
二
〇
八
〜
九
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
門
脇
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
Ｎ
・
Ｒ
・

ハ
ン
ソ
ン
や
Ｔ
・
ク
ー
ン
ら
に
よ
る
、
Ｌ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
の

誤
解
だ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
『
哲
学
探
究
』
第
二
部
等
に
お
い
て
、
ア
ヒ
ル
の

絵
だ
と
思
っ
て
い
た
図
が
ウ
サ
ギ
の
絵
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
気
付
く
と
い
っ
た
現
象
に
注
目
し
、
様
々
な
角

度
か
ら
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
ハ
ン
ソ
ン
は
そ
の
議
論
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、「
見
る
こ
と
は
『
理
論
負
荷
的
』
な
試
み
」（H

anson 

1958, 19; 

邦
訳
、
四
一
）
で
あ
る
と
い
う
主
張
、
す
な
わ
ち
、「
見
る
と
い
う
こ
と
に
は
『
言
語
的
』
な
要
素
が
入
っ
て
い
る
」
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（25; 

五
六
）
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
。（
そ
し
て
こ
の
主
張
が
、
ク
ー
ン
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」
へ
と
受
け
継

が
れ
て
い
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。）
ハ
ン
ソ
ン
は
こ
の
「
観
察
の
理
論
負
荷
性
」
テ
ー
ゼ
を
提
出
す
る
際
、
そ
の
主

要
な
論
点
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
関
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
へ
の
参
照
を
求
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
当
の
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
は
、「
…
と
し
て
見
る
」
と
い
う
あ
り
方
を
知
覚
の
恒
常
的
な
様
態
と
見
な
し
て
は
い
な
い

（
（
（

（W
ittgenstein 

1953, II_195; 
邦
訳
、
三
八
七
〜
八
）。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
…
と
し
て
見
る
」
こ
と
の
恒
常
性
を
否
定
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
先
の
門
脇
の
議
論
と
共
通
し

た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
も
の
を
様
々
な
仕
方
で
取
り
扱
う
特
定
の
技
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
も

の
を
「
…
と
し
て
見
る
」
た
め
の
必
要
条
件
を
構
成
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

図
形
の
あ
る
種
の
適
用
が
す
ら
す
ら
と
で
き
る

0

0

0

者
に
つ
い
て
の
み
、
彼
は
い
ま
そ
れ
を
こ
う
0

0

、
い
ま
は
こ
う
0

0

見
て
い
る
、

と
ひ
と
は
言
う
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
体
験
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
技
術
に
通
暁
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。（II_208; 

四
一
五
）

　

し
か
し
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
自
体
は
、
知
覚
が
概
念
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
や
ヘ
ッ
ク
も
同
意
す
る

も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
、
門
脇
ら
概
念
主
義
者
と
は
異
な
り
、
知
覚
経
験
が
概
念
的
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。（
そ
し
て
、
概
念
的
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。）
つ
ま
り
、
問
題
の
核
心
は
こ
の

先
に
あ
る
。

　

門
脇
は
、
知
覚
と
信
念
の
結
び
つ
き
を
、「
不
確
定
（
未
確
定
）
で
は
あ
る
が
す
で
に
技
能
の
形
で
含
ま
れ
て
い
る
も
の

が
、
命
題
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
、
明
示
的
に
確
定
さ
れ
る
過
程
」
と
し
て
説
明
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
が
具
体
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的
に
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
う
る
の
か
、
そ
し
て
、
知
覚
は
そ
の
過
程
に
よ
っ
て
な
ぜ
信
念
を
正
当
化
で
き
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
彼
は
、「
不
確
定
性
を
本
質
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
経
験
は
、
特
別
な
注
意
や
命

題
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
知
覚
的
意
味
の
不
確
定
な
状
態

―
こ
れ
を
非
焦
点
化
状
態
と
呼
ぼ
う

―
か
ら
、
注
意
や
命
題

化
に
よ
っ
て
意
味
の
特
定
の
相
が
際
立
っ
て
い
く
焦
点
化
状
態
の
あ
い
だ
の
、
ど
こ
か
に

0

0

0

0

位
置
し
て
い
る
」（
門
脇 

二
〇
〇
七

ｂ
、
二
〇
九
）
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
知
覚
経
験
と
そ
れ
に
連
結
す
る

0

0

0

0

概
念
的
思
考
」（
二
一
〇
）、「
意
識
的
な
知
覚
経
験
と
思

考
・
判
断
に
属
す
る
概
念
が
潜
在
的
な
経
験
と
の
有
意
味
な
関
連
を
有
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
二
一
二
）
等
々
、
知
覚
と
信
念
の
結
び

つ
き
を
様
々
な
仕
方
で
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
（
※
上
記
引
用
文
中
の
強
調
は
い
ず
れ
も
引
用
者
）。
し
か
し
、「
連
結
」
や

「
有
意
味
な
連
関
」
と
い
う
も
の
を
如
何
に
強
調
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ

う
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
を
説
明
で
き
な
い
限
り
は
、「
知
覚
と
信
念
は
、
前
者
が
後
者
を
正
当
化
す
る
と
い
う
仕
方
で
結
び

つ
く
」
と
い
う
こ
と
の
論
拠
と
は
な
り
え
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
門
脇
の
言
う
「
知
覚
経
験
に
は
、
命
題
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
は
実
の
と
こ

ろ
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。「
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
」
の
な
ら
、
知
覚
は
や
は
り
そ
れ
自
体
信
念
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
門
脇
の
議
論
に
は
、
一
元
論
的
見
地
か
ら
後
退
し
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
か
ね

な
い
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
以
下
で
門
脇
は
、
知
覚
経
験
が
一
種
の
信
念
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。

　

こ
こ
で
私
が
知
覚
的
理
解
を
「
不
確
定
の
信
念

0

0

」
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
れ
が
命
題
的
信
念
の
よ
う
な
仕
方
で
概
念
化
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
知
覚
的
状
況
の
一
定
の
局
面
に
限
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ス
ペ
ク
ト

―
こ
の
セ
ー
タ
ー
、
セ
ー
タ
ー
と
背
景
の
か
か
わ
り
、
赤
い
も
の

―
を
表
現
可
能
な
も
の
と
し
て
、
内
包
す
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
た
「
不
確
定
の
信
念
」
が
よ
り
確
定
し
た
命
題
的
な
も
の
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
確
定
し
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た
命
題
的
な
も
の
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い

（
（
（

。（
門
脇 

二
〇
〇
七
ａ
、
一
八
二 

※
強
調
は
引
用
者
） 

こ
の
箇
所
の
門
脇
の
議
論
は
、
や
は
り
苦
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
不
確
定
の
信
念
が
ど
う
や
っ
て
確
定
的
な
信
念
を
正

当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
非
焦
点
的
な
信
念
が
、
ど
う
や
っ
て
焦
点
的
な
信
念
を
す
で
に
内
包
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
そ
れ
が
信
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
さ
ら
な
る
正
当
化
を
別
に
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
概
念
と
信
念
と
を
切
り
離
す
概
念
主
義
の
基
本
的
な
戦
略
か
ら
離
れ
、
知
覚
的
理
解
を
信
念
を
持
つ
こ

と
と
同
一
視
し
て
し
ま
え
ば
、
待
っ
て
い
る
の
は
ま
た
も
、
信
念
の
牢
獄
に
他
な
ら
な
い
。

４　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
次
元
へ

―
門
脇
の
議
論
が
孕
む
可
能
性

　

以
上
の
よ
う
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
概
念
主
義
は
、
信
念
の
正
当
化
な
い
し
不
当
化
は
如
何
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題
に
答

え
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
信
念
お
よ
び
真
理
の
概
念
を
必
要
と
し
な
い
技
能
と
し
て
知
覚
経
験
を
特
徴
付
け

る
か
、
あ
る
い
は
、
知
覚
経
験
を
再
び
信
念
の
牢
獄
に
閉
じ
込
め
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
帰
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
念

お
よ
び
真
理
の
概
念
に
内
実
を
与
え
る
た
め
に
は
、
知
覚
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

信
念
の
正
当
化
（
不
当
化
）
と
い
う
契
機
を
も
た
ら
そ
う

と
す
る
概
念
主
義
と
は
そ
も
そ
も
別
の
戦
略
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
所
謂
「
私
的
言
語
批
判
」
を
展
開
す
る
一
連
の
議
論
に
お
い
て
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
…
で
あ
る
こ
と
」
と
「
…
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
実

在
と
信
念
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
次
元
に
お
い
て
初
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と

を
、
強
く
示
唆
し
て
い
る
（W

ittgenstein 1953, I_258–65

）。
ま
た
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
「
三
角
測
量
」
の

比
喩
を
用
い
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
、「
二
人
以
上
の
人
間
が
、
自
分
た
ち
の
相
互
作
用
と
自
分
た
ち
が
共
有
す
る
世
界
と
の
相
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互
作
用
を
同
時
に
行
う
」
と
い
う
指
示
連
関
の
三
角
形
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
、
信
念
お
よ
び
真
理
の
概
念
が
も
た
ら
さ
れ
る

可
能
性
の
条
件
を
構
成
す
る
、
と
い
う
議
論
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
る
（D
avidson 2001b; 2001c; etc.

）。

　

実
は
門
脇
も
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
に
接
近
し
て
い
る
。
彼
は
あ
る
箇
所
で
、
命
題
知
（know

ing-that

）
と
区
別
さ
れ
る
技
能

知
（know

ing-how

）
を
「
非
主
題
的
な
行
為
の
知
」
と
も
呼
び
、
そ
れ
が
、
自
ら
体
験
す
る
こ
と
で
し
か
獲
得
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
よ
う
な
直
接
的
で
個
人
的
な
知
な
の
で
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
（
門
脇 

二
〇
一
〇
ａ
、
一
二
八
）。
た
と
え
ば
、
他

者
か
ら
「
何
を
し
て
い
る
の
か
」、「
何
を
見
て
い
る
の
か
」、
あ
る
い
は
「
な
ぜ
そ
う
し
て
い
る
の
か
」
な
ど
と
問
わ
れ
、
行

為
者
が
「
黒
板
の
字
を
ノ
ー
ト
に
書
き
写
し
て
い
る
」、「
黒
板
を
見
て
い
る
」、
あ
る
い
は
「
書
か
な
い
と
忘
れ
て
し
ま
う
か

ら
だ
」
な
ど
と
答
え
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
非
主
題
的
な
行
為
の
知
は
そ
れ
と
し
て
我
々
に
現
れ
て
く
る
、
つ
ま

り
、
主
題
化

0

0

0

さ
れ
る
。（
門
脇
は
こ
れ
を
、
行
為
の
知
の
完
成
0

0

と
も
呼
ぶ
だ
ろ
う
。）
そ
の
意
味
で
、
非
主
題
的
な
行
為
の
知
は
、

「
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
と
し
て
明
確
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
知
」（
同
）
で
あ
り
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
で
問
題
と
な
る
も
の
」（
同
）
な
の
で
あ
る

（
（
（

。 

　

こ
の
よ
う
に
、
非
主
題
的
な
行
為
の
知
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
の
み
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ

れ
が
必
然
的
に
こ
の
知
の
主
題
化
を

―
す
な
わ
ち
、
技
能
知
の
命
題
知
化
を

―
伴
う
と
す
る
な
ら
、「
正
当
化
さ
れ
た
真

な
る
信
念
（
命
題
的
態
度
）」
と
し
て
の
「
知
識
」
を
含
め
た
人
間
の
知
の
有
り
様
全
体
を
、
個
人
の
知
覚
で
は
な
く
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
次
元
か
ら
捉
え
直
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
辿
る
道
筋
と
共
通
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
門
脇
は
、
幾
つ
か
の
簡
潔
な
記
述
（
門
脇 

二
〇
〇
七
ｂ
、

二
一
一
、
等
）
を
除
い
て
は
、
こ
の
方
向
性
を
こ
れ
以
上
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、「
問
い
に
答
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
と
し
て
明
確
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
知
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
を
介
し

て
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
を
待
望
し
、
そ
の
答
え
の
十
分
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
分
節
可
能
な
知
」（
門
脇 

二
〇
一
〇
ａ
、

一
二
八
）、
す
な
わ
ち
、「
言
語
に
よ
る
主
題
化
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
く
ざ
わ
め
き
立
っ
て
い
る
知
」（
一
二
九
）
と
い
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う
も
の
そ
れ
自
体

0

0

0

0

を
輪
郭
付
け
る
と
い
う
方
向
性
に
傾
い
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
了
解
（Verstehen

）」
と
い
う
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
極
め
て
難
解
な
術
語
の
内
実
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
企
図
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

門
脇
が
言
う
よ
う
に
、「『
了
解
』
と
い
う
概
念
ほ
ど
、『
存
在
と
時
間
』
の
読
者
を
悩
ま
せ
る
も
の
は
な
い
」（
一
二
四
）。

「
了
解
」
は
行
為
（
お
よ
び
配
視
、
目
的
・
用
途
の
主
題
化
）
に
お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
る

―
解
釈
さ
れ
る

―
も
の
で
あ

る
が
（
一
二
四
、
注
一
七
）、
行
為
（
そ
の
他
）
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
門
脇
は
こ
の
晦
渋
な
術
語
を
、
非
主
題
的
な
行
為
の
知

の
有
り
様
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
知
の
内
実
そ
の
も
の
を
明
確
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
非
主
題
的
な
行
為
の
知
と
主
題
的
な
知
（
命
題
知
）
と
の
本
質
的
な
区
別
を
示
し
、
か

つ
、
両
者
が
本
質
的
な
か
た
ち
で
連
結
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
。（
前
述
の
「
知
覚
経
験
を
概
念
的
思
考
と
区
別

し
、
か
つ
、
連
結
さ
せ
る
」
と
い
う
課
題
は
、
門
脇
に
と
っ
て
は
、
こ
の
大
枠
の
課
題
の
ひ
と
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。）

　

こ
の
点
に
関
し
て
門
脇
は
、「
分
節
化
（Artikulation

）」
と
い
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
も
う
ひ
と
つ
の
術
語
に
注
目
し
、「
行

為
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
不
確
定
で
は
あ
る
が
分
節
化
さ
れ
て
い
る
行
為
の
方
向
づ
け
（
可
能
性
）
が
、
状
況
に
そ
の

つ
ど
応
じ
て
、
あ
る
個
別
の
、
詳
細
を
備
え
た
行
為
へ
と
自
ら
を
完
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
」（
門
脇
、
二
〇
一
〇
ｄ
、
一
七
五
）

だ
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
表
現
（
解
釈
）
は
分
節
化
の
能
力
と
し
て
の
概
念
的
な
能
力
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
命
題
と

推
論
の
一
部
と
な
る
と
い
う
意
味
で
の
概
念
化
と
は
異
な
る
、
と
も
説
明
し
て
い
る
（
門
脇
、
二
〇
一
〇
ｃ
、
七
六
）。
し
か
し
、

「
不
確
定
で
は
あ
る
が
分
節
化
さ
れ
て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
分
節
化
と
概
念
化
は
ど
の
よ
う
に
異
な
り
、
ど
の
よ

う
に
連
結
す
る
の
か
。
分
節
化
の
能
力
は
、
た
と
え
ば
原
概
念
の
運
用
能
力
と
ど
う
違
う
の
か
。
彼
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う

に
（
同
）、
こ
の
探
究
は
道
半
ば
で
あ
る
。

　

門
脇
先
生
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
は
ど
こ
に
行
き
着
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
結
局
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
次
元
や
、

信
念
の
正
当
化
（
不
当
化
）
の
可
能
性
と
い
う
も
の
と
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
だ
ろ
う
か
。
先
生
の
さ
ら
な
る
議
論
の
展
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開
を
見
る
こ
と
も
、
先
生
に
問
い
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
も
、
も
う
で
き
な
い
。

註
　

＊ 　

本
稿
は
、
平
成
二
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
草
稿
段
階
で
、
池
田
喬
、
文
景
楠
、
吉
田
恵
吾
の
各
氏
か

ら
有
益
な
助
言
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
1
） 　

本
稿
内
の
引
用
文
中
の
傍
点
は
、「
※
強
調
は
引
用
者
」
と
い
う
但
し
書
き
が
無
い
限
り
、
原
文
に
お
い
て
イ
タ
リ
ッ
ク
等
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
部

分
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
は
、
邦
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
適
宜
改
変
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
訳
者

の
方
々
に
は
御
礼
と
お
詫
び
を
申
し
添
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
2
） 　

も
っ
と
も
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
こ
の
批
判
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
へ
の
も
の
と
し
て
は
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
む
し
ろ
、
最
小
限
度
の

経
験
主
義
を
保
存
す
る
方
を
志
向
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
経
験
主
義
は
、
そ
の
陳
腐
で
な
い
意
味
に
お
い
て

は
、
思
考
が
空
虚
と
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
を
理
解
可
能
た
ら
し
め
る
条
件
を
捉
え
て
い
る
」（M

cD
ow

ell 2009a, 125

）。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
経
験
主
義
へ
の

傾
斜
に
つ
い
て
は
、
次
の
注
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 　

た
だ
し
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
こ
の
次
元
の
主
張
か
ら
踏
み
出
し
て
、
経
験
主
義
的
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、「
客
観

的
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
招
き
（invitation

）」
と
し
て
、「
印
象
（im

pression

）」
と
い
う
経
験
内
容
が
存
在
す
る
こ
と
を
積
極
的

に
認
め
て
い
る
（M

cD
ow

ell 2002, 279

）。
荒
畑
靖
宏
は
こ
の
点
を
突
き
、「
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
『
心
と
世
界
』
と
そ
れ
以
降
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
説
明

し
よ
う
と
し
て
い
る
『
経
験
』
概
念
か
ら
、
認
識
的
媒
介
者
と
い
う
亡
霊
を
祓
う
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
」（
荒
畑 

二
〇
〇
八
、
三
四
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
） 　

門
脇
も
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
議
論
の
方
向
性
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
倫
理
的
な
も
の
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
人
間
の
行
為
の
問
い
に
、
彼
〔
ド
レ

イ
フ
ァ
ス
〕
は
生
物
行
動
学
的
な
答
え
し
か
提
供
し
て
い
な
い
…
…
。
表
象
と
し
て
の
行
為
の
知
を
遮
断
し
、
し
か
も
そ
れ
以
上
行
為
の
知
を
問
わ
な
い
と

す
れ
ば
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
目
的
的
行
為
は
、
ア
フ
リ
カ
の
大
地
で
獲
物
を
追
っ
て
い
く
動
物
た
ち
の
目
的
的
行
為
と
さ
し
て
違
わ
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」（
門
脇 

二
〇
一
〇
ｂ
、
三
六
）。

（
5
） 　

こ
の
点
に
関
し
て
、「
観
察
の
理
論
負
荷
性
」
テ
ー
ゼ
を
当
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
引
き
出
し
た
は
ず
の
ハ
ン
ソ
ン
は
、
は
っ
き
り
と
当
惑
の
表

情
を
見
せ
て
い
る
。「『
見
る
』
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
は
、
何
ほ
ど
か
は
、『
〜
を
…
と
し
て
見
る
』
と
い
う
表
現
の
使
用
を
調
べ
て
い
く
こ
と
か
ら
明
ら
か

に
さ
れ
う
る
も
の
が
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
の
こ
と
を
認
め
た
が
ら
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
、
私
に
は
ど
う
も
は
っ
き
り
と
し
な
い
。『
…
と

し
て
見
る
』
こ
と
の
論
理
は
、
一
般
的
な
知
覚
的
状
態
の
何
た
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（H

anson1958, 19; 

邦
訳
、
四
一
〜
二
）。

（
6
） 　

こ
の
、「
知
覚
経
験
は
不
確
定
な
信
念
で
あ
る
が
、
様
々
な
ア
ス
ペ
ク
ト
を
表
現
可
能
な
も
の
と
し
て
内
包
す
る
が
ゆ
え
に
、
確
定
し
た
命
題
的
な
も
の

（
限
定
さ
れ
た
信
念
）
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
門
脇
の
議
論
は
、
野
家
啓
一
に
よ
る
以
下
の
批
判
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。「『
不
確
定
の
信
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念
』
が
『
限
定
さ
れ
た
信
念
』
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、『
限
定
さ
れ
た
信
念
』
が
『
不
確
定
の
信
念
』
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と

い
う
の
は
少
々
奇
妙
で
は
あ
る
ま
い
か
。
正
当
化
の
関
係
に
お
い
て
、
正
当
化
す
る
も
の
は
、
正
当
化
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
、
よ
り
確
定
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」（
野
家 

二
〇
〇
二
、
八
〜
九
）。
本
文
で
す
ぐ
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
本
稿
の
立
場
は
、
門
脇
の
回
答
は
野
家
の
批
判
へ
の
反
論
と
し

て
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
知
覚
経
験
を
不
確
定
な
信
念
と
す
る
こ
と
自
体
に
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
7
） 　

門
脇
が
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
（
門
脇 

二
〇
一
〇
ａ
、
一
三
八
、
注
一
五
）、
こ
れ
は
、
人
間
の
行
為
を
め
ぐ
る
Ｇ
・
Ｅ
・
Ｍ
・
ア
ン
ス
コ
ム
の
枢
要
な
論

点
（Anscom

be 1979, 

§46

）
と
共
通
し
て
い
る
。
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