
多

元

的

宇

宙

間

の

断

絶

と

連

続

―
そ
れ
自
身
の
他
者
、
創
発
、
生
命
の
跳
躍

―

冲

永

宜

司

は
じ
め
に

感
覚
も
意
図
も
な
い
は
ず
の
物
質
の
基
本
単
位
が
組
み
合
わ
さ
る

と
、
意
識
と
目
的
を
持
っ
た
生
命
体
に
な
る
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た

事
態
を
、
我
々
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
世
界
の
根
本

性
質
が
断
絶
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
本
論
で
多
元
的
宇
宙
間
の
断

絶
と
記
し
た
状
態
を
指
す
。
互
い
に
異
な
っ
た
根
本
性
質
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
世
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
「
宇
宙
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
も

相
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
た
と
え
ば
決
定
論
的
な
世
界
と
、

自
発
性
と
自
由
と
で
成
り
立
つ
世
界
と
で
は
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る

法
則
が
ま
っ
た
く
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
宇
宙
と
い
え

る
ほ
ど
の
断
絶
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
宇
宙
の
多
元
性
は
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。
本
論

で
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
三
つ
の
見
解
を
扱
う
。

①
も
と
も
と
一
つ
の
実
在
に
対
し
て
、
私
た
ち
の
概
念
的
な
認

識
が
、
そ
れ
ら
を
断
絶
さ
せ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
作
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
宇
宙
の
断
絶
は
概
念
的
な
問
題
で
あ
る
。

②
た
と
え
ば
意
識
の
な
い
決
定
論
的
な
物
質
と
い
う
元
来
の
性

質
に
、
自
発
的
な
意
識
を
登
場
さ
せ
る
何
か
未
知
の
法
則
が
あ

る
。
つ
ま
り
対
象
の
側
に
、
物
質
と
意
識
と
を
つ
な
ぐ
何
か
が

内
在
す
る
。
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③
物
質
と
し
て
の
生
命
体
で
は
な
く
、
実
在
の
根
源
に
生
命
的

な
働
き
を
認
め
、
そ
の
概
念
的
な
客
観
化
と
は
相
容
れ
な
い
何

か
の
力
が
、
物
質
や
生
命
を
貫
い
た
実
在
一
般
を
担
う
。

最
初
の
見
方
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
そ
の
『
多
元
的

宇
宙
』
に
お
い
て
唱
え
た
も
の
で
、
我
々
が
実
在
を
一
元
的
に
把
握

し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
矛
盾
に
陥
り
、
し
か
も
こ
の
矛
盾
は
実

在
の
側
で
は
な
く
、
我
々
の
概
念
の
側
の
根
本
的
な
性
質
か
ら
導
か

れ
た
と
見
る
。
二
番
目
の
見
方
は
生
物
学
の
学
識
を
踏
ま
え
た
生
命

論
の
中
で
も
、
「
創
発
」
概
念
を
唱
え
た
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ

な
ど
が
採
っ
た
立
場
で
、
所
与
と
な
る
個
別
の
単
位
の
中
に
は
見
出

せ
な
い
、
全
体
を
統
合
す
る
性
質
が
登
場
し
た
こ
と
を
、
「
創
発
」

と
見
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
性
質
に
は
客
観
的
世
界
に
は
存
在
し

な
い
は
ず
の
主
観
も
含
ま
れ
る
。
三
番
目
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
「
生

命
の
跳
躍
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
生
物
へ
の
客
観
的
観
察
や
自
然
選
択

に
還
元
さ
れ
な
い
、
内
発
的
な
動
因
と
し
て
生
物
進
化
を
担
い
、
ま

た
そ
れ
は
持
続
す
る
実
在
と
い
う
、
彼
の
「
純
粋
持
続
」
の
考
え
に

も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
み
な
、
断
絶
し
た
諸
宇
宙
を
連
続
し
た
ひ
と
つ
の
姿
に

つ
な
げ
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
試
み
に
対
し
て
は
、

「
実
在
は
そ
れ
自
身
の
他
者
で
あ
る
」
と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
多
元

的
宇
宙
論
と
、
そ
の
多
元
的
な
断
絶
の
解
消
の
試
み
が
、
一
定
の
論

理
的
な
モ
デ
ル
と
な
る
こ
と
を
以
下
で
確
認
し
た
い
。
物
理
的
世
界

に
対
す
る
意
識
の
厚
み
や
、
個
別
の
要
素
的
な
感
覚
に
対
す
る
包
括

的
な
全
体
知
の
創
発
、
進
化
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
の
生
物
に
な
か
っ

た
新
た
な
形
質
が
出
現
す
る
事
態
な
ど
は
、
ひ
と
つ
の
宇
宙
と
、
そ

れ
と
は
異
な
っ
た
宇
宙
を
表
現
し
、
実
在
の
多
元
的
側
面
を
示
し
て

い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宇
宙
を
担
う
べ
く
現
れ
て
い
る

が
、
他
方
で
断
絶
し
た
宇
宙
同
士
を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
我
々
に
現
わ

れ
て
い
な
い
。
実
際
、
何
が
物
質
か
ら
意
識
を
登
場
さ
せ
る
か
は
わ

か
ら
ず
、
個
々
の
意
識
が
な
ぜ
ひ
と
つ
の
統
合
的
な
意
識
に
な
る
の

か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
本
論
で
扱
う
三
つ
の
見
解
は
ど
れ
も
、

こ
れ
ら
の
断
絶
し
た
諸
宇
宙
を
つ
な
ぐ
、
現
れ
な
い
根
本
的
な
何
か

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
主
張
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
問
題
点
に
つ
い
て
探
っ
て
行
き
た
い
。
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一

宇
宙
が
多
元
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
概
念

に
よ
っ
て
は
接
合
不
能
な
仕
方
で
断
絶
し
て
い
る
こ
と
を
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
は
そ
の
『
多
元
的
宇
宙
』
の
中
で
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
具
体

例
と
し
て
、
死
ん
だ
物
質
の
世
界
と
、
生
き
た
主
観
的
世
界
と
の
断

絶
、
そ
し
て
私
の
意
識
が
世
界
を
知
る
仕
方
と
、
絶
対
者
の
意
識
に

よ
る
知
り
方
と
の
断
絶
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
断
絶
は
、
無
生

物
で
あ
る
物
質
の
集
積
か
ら
成
る
脳
か
ら
、
霊
魂
の
侵
入
な
し
に
、

な
ぜ
意
識
と
い
う
物
質
と
は
ま
っ
た
く
性
質
の
異
な
っ
た
何
か
が
生

じ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
つ
な
が
る
。
感
覚
も
な
く
、
延
長
、
質

量
と
運
動
だ
け
の
決
定
論
的
な
物
質
を
い
く
ら
積
み
上
げ
て
も
、
感

覚
と
自
発
性
が
生
じ
る
ま
で
の
間
に
は
、
根
本
的
な
断
絶
が
立
ち
塞

が
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
者
の
意
識
と
私
の
意
識
と

の
断
絶
に
関
わ
る
後
者
は
、
私
は
あ
な
た
で
は
な
く
、
あ
な
た
も
他

の
誰
か
で
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
そ
う
し
た
個
体
的
に
完
結
し
た
諸
意

識
が
、
ひ
と
つ
の
意
識
に
な
り
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
相
当
す

る
。
私
と
あ
な
た
の
境
界
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
こ
で
私
の
個
体
性
も

あ
な
た
の
そ
れ
も
消
滅
す
る
の
に
、
な
お
も
意
識
的
な
個
体
が
存
続

す
る
と
き
、
そ
れ
は
一
体
誰
な
の
か
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
考
え
た
の
は
、
物
質

と
意
識
、
私
と
あ
な
た
と
絶
対
者
と
い
っ
た
、
右
記
の
概
念
を
接
合

す
る
方
法
で
は
な
い
。
も
と
も
と
連
続
し
て
い
た
実
在
か
ら
そ
の
一

側
面
を
抽
出
し
た
の
が
そ
れ
ら
の
概
念
に
ほ
か
な
ら
ず
、
だ
か
ら
こ

そ
問
題
が
生
じ
た
、
と
い
う
逆
転
し
た
見
方
で
あ
る
。
も
と
か
ら
接

合
し
な
い
仕
方
で
切
り
離
し
た
も
の
同
士
を
接
合
さ
せ
る
こ
と
は
、

論
理
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
在
は
特
定
の
目
的
に
関
し
て

役
立
つ
た
め
に
概
念
化
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
概
念
は
常
に
そ
こ
で
役

立
つ
た
め
の
抽
象
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
を

接
合
し
て
実
在
全
体
を
復
元
す
る
こ
と
は
、
最
初
か
ら
そ
れ
ら
の
概

念
の
役
割
に
入
っ
て
い
な
い
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
概
念
か
ら
す
れ
ば
実
在
は
「
そ
れ
自
身
の
他
者

its
ow

n
other

」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
仕
組

（
一
）

み
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
真
な
る
実
在
を
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う

と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
実
在
は
概
念
的
に
は
矛
盾
と
し
て
現
れ

て
し
ま
う
。
つ
ま
り
実
在
を
何
か
「
そ
れ
自
身
」
と
し
て
概
念
で
把

握
し
よ
う
と
す
る
と
、
却
っ
て
そ
の
実
在
か
ら
は
外
れ
て
し
ま
う
、

と
い
う
構
造
が
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
を
、
ジ
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ェ
イ
ム
ズ
は
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
現
象
に
見
た
か
、
さ
ら
に
確
認

し
た
い
。

ま
ず
、
意
識
の
複
合
に
関
す
る
諸
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ

（
二
）

れ
は
、
意
識
と
は
常
に
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
あ
り
、
ひ
と
つ
の
意

識
が
、
同
時
に
全
体
の
部
分
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
事
実
を
示
す
。

こ
れ
は
あ
る
ひ
と
つ
の
物
体
が
、
同
時
に
全
体
の
部
分
で
あ
り
得
る

こ
と
と
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
物
体
を
構
成
す
る
物
質
は
客
観

的
で
、
要
素
が
実
在
で
あ
る
た
め
、
そ
の
要
素
が
同
時
に
「
全
体
」

の
部
分
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
意
識
は
い
つ
も
ひ
と

つ
の
全
体
と
し
て
実
在
で
あ
る
た
め
に
、
あ
る
部
分
的
な
意
識
が
、

同
時
に
全
体
意
識
の
部
分
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
三
）

た
と
え
ば
絶
対
者
が
全
体
意
識
で
あ
る
な
ら
、
我
々
は
各
々
個
別

の
意
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
絶
対
者
の
意
識
の
部
分
で
あ
る
、
と
我

々
は
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
、
我
々
は
各
々
の
限
定

さ
れ
た
仕
方
で
自
分
を
知
る
が
、
絶
対
者
は
我
々
と
同
じ
意
識
で
あ

り
な
が
ら
、
我
々
と
違
っ
た
仕
方
で
我
々
に
つ
い
て
知
る
こ
と
に
な

る
。
絶
対
者
の
意
識
に
限
定
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
全
体
を

知
る
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
々
の
意
識
の
単
な
る
総
和
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
全
体
に
注
目
す
る
ひ
と
つ
の
意
識
は
、

各
々
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
注
目
す
る
個
々
の
意
識
の
総
和
で
は
な

く
、
そ
れ
以
上
の
何
か
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
集
合
的
な
意
識
の

中
に
は
、
何
か
新
し
い
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
四
）

し
か
し
、
何
が
「
新
し
い
」
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
か
、
概
念
的

な
表
明
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
意
識
の
説
明
困
難
な
性
質
、
つ
ま
り

概
念
か
ら
す
れ
ば
「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
と
い
う
し
か
な
い
性
質
が

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
「
新
し
い
」
何
か
を
、
観
念
同
士
を
区
別
し

た
り
、
意
識
を
誰
か
の
意
識
と
し
て
区
別
す
る
、
概
念
的
な
フ
レ
ー

ム
に
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
私

た
ち
は
事
実
と
し
て
個
別
の
観
念
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
成
り
立
つ
ひ

と
つ
の
意
識
経
験
を
有
し
て
い
る
が
、
個
別
の
観
念
か
ら
出
発
す
る

と
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
観
念
を
超
え
た
何
か

が
要
求
さ
れ
る
、
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
。
こ
れ
は
個
別
観
念
同

士
の
区
別
と
、
全
体
意
識
が
事
実
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
と
の

矛
盾
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
こ
の
事
態
は
、
我
々
が
一
度

「
概
念
的
な
論
理
に
従
う
な
ら
ば
」
、
「
お
互
い
に
区
別
さ
れ
得
る
と

い
う
こ
と
」
は
「
結
び
つ
け
で
き
な
い
こ
と
」
を
意
味
し
て
し
ま
う

（
五
）

ゆ
え
に
生
じ
る
と
い
う
。
概
念
化
す
る
と
、
意
識
と
い
う
連
続
し
た
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実
在
の
事
実
か
ら
背
反
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ

の
矛
盾
が
意
識
と
い
う
実
在
に
内
在
す
る
性
質
で
は
な
く
、
我
々
が

概
念
を
使
う
が
ゆ
え
に
生
じ
る
、
概
念
の
側
に
属
す
る
性
質
と
考
え

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
六
）

し
か
し
な
が
ら
、
「
実
在
と
は
そ
れ
自
身
の
他
者
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
は
、
も
と
も
と
神
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
扱
う
も
の
で

あ
り
、
直
接
に
論
理
や
意
識
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と

い
う
批
判
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
論
理
や
意
識
の
問
題

は
こ
の
言
葉
の
扱
う
領
域
で
は
な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
し
か

し
、
神
と
人
間
と
の
関
係
の
構
造
は
、
先
に
例
に
挙
げ
た
二
六
の
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
全
体
に
つ
い
て
の
意
識
と
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
各
々
の
意
識
と
の
関
係
に
、
構
造
上
は
同

じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
方
に
見
ら
れ
る
、
個
々
の
人
間
の
意
識

同
士
、
そ
し
て
各
々
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
意
識
同
士
が

結
合
不
能
に
な
る
構
造
は
、
実
在
か
ら
抽
象
さ
れ
た
概
念
枠
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
点
で
は
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
形
而
上
学
的
な
問
題
で
さ
え
、
こ
の
概
念
の
使
用
か
ら
生

じ
る
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
意
識
」
を
は

じ
め
様
々
な
事
柄
は
「
概
念
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
概

念
」
は
我
々
の
「
実
用
性
」
に
貢
献
す
る
た
め
に
必
要
だ
か
ら
作
ら

れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
概
念
」
は
た
し
か
に
「
実
用
的
」
な
知
識
を

増
大
さ
せ
、
自
然
を
機
能
的
に
役
立
て
る
地
点
へ
と
、
そ
こ
へ
の
過

程
に
あ
る
実
在
の
諸
点
を
飛
び
越
え
て
、
我
々
を
つ
れ
て
行
っ
て
く

れ
る
。
し
か
し
他
方
で
「
意
識
」
は
概
念
の
中
で
考
え
ら
れ
る
と
、

右
記
の
よ
う
な
結
合
不
能
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
は
空
間
が
一
定
の
概
念
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
と
同
時

に
、
ゼ
ノ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
、
矢
は
飛

べ
な
く
な
る
の
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
ゼ
ノ
ン
の
場
合
は
、
絶
対
空

間
の
無
限
分
割
と
い
う
空
間
概
念
の
属
性
が
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を

生
み
出
し
た
。

そ
し
て
こ
の
「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解

決
の
た
め
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
三
択
を
呈
示
す
る
。
つ
ま
り
、
「
は

っ
き
り
し
た
霊
的
主
体
へ
と
戻
る
」
か
、
ま
た
は
「
何
ら
か
の
よ
り

（
七
）

高
い
（
ま
た
は
よ
り
低
い
）
合
理
性
の
形
式
を
採
用
す
る
」
か
、
も

し
く
は
「
生
は
論
理
的
に
非
合
理
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
向
き
合
う
」

か
、
と
い
う
三
択
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
論
理
を
き
っ
ぱ
り
捨
て
る
」

（
八
）

と
い
う
態
度
を
採
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
論
理
の
安
易
な
放
棄
で
は

な
く
、
論
理
の
方
が
「
実
用
性
」
の
た
め
に
実
在
を
限
定
し
て
い
た
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た
め
、
形
而
上
学
的
次
元
に
お
い
て
は
か
え
っ
て
論
理
は
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
に
素
直
に
向
き
合
う
態
度

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
こ
の
論
理
以
前
に
位
置
す
る
の
が
、
彼
が

（
九
）

多
元
的
宇
宙
論
に
前
後
し
て
展
開
し
た
純
粋
経
験
説
で
あ
り
、
そ
れ

は
論
理
を
超
え
る
の
で
は
な
く
、
論
理
と
い
う
「
実
用
性
」
の
装
置

を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
る
、
実
在
へ
の
帰
還
な
の
で
あ
る
。

二

次
に
、
「
意
識
の
複
合
」
の
問
題
を
、
生
命
論
で
の
別
の
ケ
ー
ス

に
あ
て
は
め
て
み
た
い
。
個
別
意
識
の
複
合
は
、
そ
の
個
別
意
識
だ

け
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
、
と
い
う
問
題
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ポ
ラ

ン
ニ
の
「
創
発
」
論
の
中
に
も
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
個
別
意
識
を
、

そ
れ
ら
だ
け
で
単
一
の
視
点
か
ら
複
合
、
統
一
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
い
う
の
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
断
絶
は
、
元
来
は
人
間
の
意
識
と
絶
対
者
の
意
識
と
の
間
に
見
出

さ
れ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
統
一
不
可
能
性
を
「
論
理
を
捨
て
る
」

こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

他
方
、
ポ
ラ
ン
ニ
は
、
我
々
の
行
為
の
下
位
に
あ
る
各
々
の
「
暗

黙
知
」
と
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
集

合
知
」、
つ
ま
り
我
々
の
自
覚
的
な
意
識
と
の
間
に
飛
躍
を
見
出
す
。

「
集
合
知
」
は
「
暗
黙
知
」
の
中
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ

の
個
別
の
「
暗
黙
知
」
か
ら
、
全
体
を
知
る
「
集
合
知
」
へ
の
架
橋

不
可
能
性
を
、
ポ
ラ
ン
ニ
は
「
創
発
」
と
い
う
考
え
で
架
橋
し
よ
う

と
し
た
。

こ
の
暗
黙
知
に
は
な
い
集
合
知
の
特
徴
が
、
暗
黙
知
全
体
を

“com
prehend”

す
る
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
の
言
葉
は
一
般
に
「
包
括
」

と
訳
さ
れ
る
が
、
原
語
に
は
「
包
摂
」
と
「
理
解
」
の
大
き
く
ふ
た

つ
の
意
味
が
あ
る
。
前
者
は
現
象
を
客
観
的
に
ま
と
め
る
こ
と
を
意

味
し
、
後
者
は
現
象
を
主
観
的
に
捉
え
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
暗

黙
の
部
分
的
意
識
か
ら
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
包
摂
し
理
解
す
る
全
体

的
意
識
が
生
じ
る
理
由
は
、
暗
黙
知
の
中
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
集
合
知
は
「
創
発
」
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
知
能
の
領
域
で
は
、
有
機
的
原
理
と
機
械
的
原
理
の
組
み
合

わ
せ
は
、
暗
黙
的
包
括
と
一
連
の
固
定
的
論
理
操
作
の
組
み
合

わ
せ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
」。

（
一
〇
）
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こ
の
引
用
に
お
い
て
、
「
有
機
的
原
理
」
は
上
位
の
「
包
括
」
に

あ
た
り
、
他
方
の
「
機
械
的
原
理
」
と
は
「
包
括
」
さ
れ
る
こ
と
で

初
め
て
特
定
の
目
的
に
向
け
て
協
働
す
る
「
固
定
的
論
理
操
作
」
に

あ
た
る
。
機
械
は
特
定
の
働
き
を
す
る
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
が
、
そ
れ

は
働
か
せ
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
始
動
し
な
い
。
そ
し
て
そ
の
始
動

は
機
械
の
シ
ス
テ
ム
自
体
の
中
に
は
な
い
。
こ
の
始
動
が
創
発
に
相

当
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
よ
り
高
位
の
レ
ベ
ル
は
、
下
位
の
レ
ベ
ル
で
は
明
示
さ
れ
な

い
過
程
を
通
じ
て
の
み
、
出
現
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

は
創
発
と
み
な
さ
れ
る
過
程
な
の
で
あ
る
」。

（
一
一
）

こ
こ
で
「
創
発
」
は
、
下
位
の
レ
ベ
ル
の
事
柄
で
均
一
化
さ
れ
た

世
界
を
、
新
た
な
性
質
へ
と
向
け
て
開
く
。
そ
こ
に
「
自
己
投
出

com
m
itm

ent

」
と
い
う
創
造
の
契
機
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
性
質
の

根
拠
が
下
位
の
次
元
に
見
出
さ
れ
な
い
の
は
、
不
合
理
な
こ
と
で
も

あ
る
。
つ
ま
り
創
造
に
値
す
る
純
粋
な
新
し
さ
と
、
根
拠
説
明
と
し

て
の
合
理
性
と
は
相
反
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
創
発
と
は
、

合
理
的
に
は
「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
に
も
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
意
識
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
生
命
論
一
般
の
領
域
で
も

「
創
発
」
は
示
さ
れ
る
。
こ
の
、
下
位
の
諸
要
素
を
よ
り
高
位
の
段

階
へ
と
向
け
て
結
び
つ
け
る
性
質
は
「
境
界
制
御
の
原
理
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
個
々
の
諸
要
素
を
統
括
す
る
規
則
」
に
は

な
い
、
「
よ
り
高
位
層
の
組
織
原
理
」
で
あ
る
。
彼
は
、
「
生
命
に
つ

（
一
二
）

い
て
の
研
究
は
、
生
命
の
な
い
物
質
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
諸

原
理
に
、
付
け
加
え
ら
れ
た
何
ら
か
の
原
理
を
、
究
極
的
に
は
見
つ

け
出
す
に
違
い
な
い
」
と
も
い
う
。
そ
こ
に
は
自
己
複
製
、
エ
ン
ト

（
一
三
）

ロ
ピ
ー
に
反
す
る
行
動
、
そ
の
他
諸
々
の
、
無
生
物
に
は
見
出
さ
れ

な
い
、
生
命
に
特
徴
的
な
性
質
が
含
ま
れ
る
。
意
識
も
そ
れ
に
あ
た

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
無
生
物
と
は
別
の
所
か
ら
来
た
の
で
も
な
く
、

超
越
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
で
も
な
い
「
組
織
原
理
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
創
発
す
る
も
の
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
、
と
い
う
謎

は
残
る
。
創
発
の
由
来
に
つ
い
て
ポ
ラ
ン
ニ
は
『
個
人
的
知
識
』
の

中
で
、
「
自
己
―
改
変

self-m
odification

」
を
例
に
挙
げ
、
そ
れ
に

つ
い
て
の
「
内
側
か
ら
のfrom

inside

」
経
験
と
、
客
観
的
な
「
自

己
―
改
変
」
と
を
区
別
し
て
説
明
す
る
。
前
者
は
経
験
そ
の
も
の
と

言
い
換
え
て
も
よ
い
。
後
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
知
識
で
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あ
る
。
さ
て
、
上
位
と
し
て
の
主
観
的
経
験
が
生
じ
る
の
は
、
一
種

の
創
発
で
あ
り
、
謎
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
主
観
が
創
発
さ
れ

た
よ
う
に
映
る
の
は
、
後
者
の
客
観
的
な
知
識
と
し
て
で
あ
っ
て
、

実
在
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
よ
う
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
レ
ベ
ル

が
前
者
の
「
内
側
か
ら
の
」
経
験
に
相
当
す
る
。

「
そ
の
下
位
水
準
の
個
別
的
要
因
の
タ
ー
ム
で
詳
記
不
能
な
の

は
、〈
在
る
こ
と
〉
の
創
発
し
た
、
高
位
の
形
式
で
は
な
く
て
、

そ
れ
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
識
で
あ
る
」。

（
一
四
）

つ
ま
り
「
詳
記
不
能
」
な
不
可
解
さ
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
「
〈
在

る
こ
と
〉
」
自
身
の
「
高
位
の
形
式
」
、
つ
ま
り
実
在
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
「
知
識
」
を
作
り
出

そ
う
と
し
て
い
る
所
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
「
知
識
」

に
よ
る
記
述
が
、
我
々
に
で
き
な
い
ゆ
え
の
不
可
解
さ
な
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
創
発
と
は
事
柄
そ
の
も
の
に
由
来
せ
ず
、
限
定
さ

れ
た
手
段
に
他
な
ら
な
い
我
々
の
知
識
が
、
創
発
を
記
述
、
表
現
し

得
な
い
本
性
を
持
つ
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
内
側
か
ら
の
」
経
験
、
つ
ま
り
実
在
の
具
体
例

と
し
て
出
さ
れ
る
の
が
、
「
人
間
の
知
能
の
個
体
発
生
」
と
、
「
心
の

創
造
的
行
為

creative
acts

」
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、「
こ
の

（
一
五
）

種
の
創
発
は
わ
れ
わ
れ
に
は
内
側
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
」
、
つ
ま
り

（
一
六
）

直
観
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
「
個
体
発
生
」
を
知
識
化

す
る
と
、
意
識
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
意
識
が
生
じ
る
と
い
う
不
可
解

さ
が
生
じ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。

「
心
の
創
造
的
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
過
程
は
厳
格
な
規

則
の
タ
ー
ム
で
は
詳
記
で
き
な
い

―
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
既
存
の

解
釈
の
枠
組
み
の
改
変
を
含
む
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
一
般
に
、

（
一
七
）

「
規
則
の
タ
ー
ム
」
は
、
そ
の
規
則
自
身
が
生
じ
た
過
程
を
説
明
で

き
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
過
程
を
生
ぜ
し
め
る
の
が
「
創
造

的
行
為
」
の
本
質
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
創
造
的
行
為
」
は
、
そ

の
行
為
の
結
果
生
じ
た
規
則
を
常
に
超
え
出
る
働
き
を
持
つ
。
そ
れ

は
、
創
造
が
常
に
知
識
の
概
念
枠
を
超
え
出
る
働
き
と
同
じ
で
あ
り
、

こ
の
創
造
を
行
う
主
体
は
、
内
側
か
ら
そ
の
超
出
を
知
識
以
前
に
直

観
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
超
出
は
あ
く
ま
で
超
出
さ
れ
る
概
念
枠

か
ら
見
ら
れ
た
超
出
で
あ
り
、
「
内
側
か
ら
の
」
「
〈
在
る
こ
と
〉
」
自

身
に
お
い
て
は
、
つ
ま
り
実
在
自
身
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
超
出
と

判
断
す
る
概
念
枠
に
も
と
も
と
縛
ら
れ
て
い
な
い
。
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し
た
が
っ
て
ポ
ラ
ン
ニ
の
創
発
論
と
は
、
概
念
で
は
な
く
、
「
自

己
投
出
」
を
実
在
の
姿
と
見
な
す
存
在
論
で
も
あ
る
。「
自
己
投
出
」

と
は
、
そ
の
理
解
よ
り
常
に
一
歩
先
に
出
る
、
と
い
う
構
造
が
あ
る
。

「
理
解
」
か
ら
す
れ
ば
、
「
自
己
投
出
」
は
常
に
理
解
か
ら
超
え
出

る
た
め
、
不
可
解
な
創
発
に
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
「
自
己
投
出
」

自
身
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
理
解
以
前
に
直
観
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
概
念
が
後
か
ら
追
い
か
け
て
来
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
の

概
念
に
先
ん
じ
て
直
観
さ
れ
る
状
態
が
、
実
在
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
自
己
投
出
」
と
は
い
っ
て
も
、
結
局
そ
れ
は
自
然
主

義
的
で
原
子
論
的
な
世
界
の
中
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
、
と
も
問
わ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
原
子
論
的
世
界
の
方

が
、
「
自
己
投
出
」
に
遅
れ
て
形
作
ら
れ
る
、
規
則
や
概
念
枠
に
従

っ
て
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
答
え
ら
れ
る
。
原
子
論
も
含
め
た

客
観
的
自
然
観
は
、
概
念
形
式
を
不
可
欠
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
概
念
形
式
の
生
成
は
、
そ
の
同
じ
概
念
形
式
の
枠

内
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
で
、
ま
さ
に
こ
の
説
明
不

能
な
生
成
を
担
う
の
が
、
「
自
己
投
出
」
や
創
発
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、「
自
己
投
出
」
の
具
体
相
は
、
記
述
さ
れ
得
る
の
か
。

一
般
に
記
述
と
は
、
記
述
さ
れ
る
も
の
を
あ
て
は
め
る
概
念
枠
が
な

い
限
り
、
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
己
投
出
」
が
創
造
性
に
関

係
す
る
な
ら
、
創
造
が
概
念
枠
自
身
の
産
出
や
改
変
で
あ
る
ゆ
え
に
、

そ
の
記
述
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
問
題
は
、
こ
う

し
た
「
自
己
投
出
」
の
性
質
が
、
「
合
理
的
」
世
界
に
対
し
て
与
え

る
意
味
で
あ
る
。

ま
ず
こ
れ
は
、
ラ
プ
ラ
ス
的
決
定
論
へ
の
批
判
に
つ
な
が
る
。
こ

の
決
定
論
は
、
客
観
的
な
「
規
則
の
タ
ー
ム
」
を
前
提
に
し
て
初
め

て
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
究
極
的
な
ラ
プ
ラ
ス
的
な

個
別
的
因
子
」
は
客
観
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
そ
れ
ら
の
個
別

的
因
子
に
つ
い
て
の
語
彙
に
よ
っ
て
は
特
徴
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
実
体
を
包
括
す
る
私
の
能
力
」
は
、
そ
の
決
定
論
的
客
観
性
の
枠

（
一
八
）

外
に
あ
る
。
決
定
論
的
に
予
測
可
能
な
の
は
、
意
識
に
よ
っ
て
客
観

化
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
そ
の
際
世
界
を
客
観
化
す
る
意
識
つ
ま
り

包
括
す
る
能
力
の
側
は
決
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
ポ
ラ
ン
ニ
に
よ
れ

ば
、
こ
の
「
包
括
す
る
能
力
」
に
相
当
す
る
「
自
覚
的
意
識

consciousness

」
で
さ
え
も
自
然
の
一
種
で
あ
り
、
「
拡
張
さ
れ
た
自

然
法
則
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
一
九
）

す
る
と
、
「
包
括
」
さ
え
自
然
の
一
種
な
ら
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら

来
た
か
、
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
創
発
す
る
も
の
の
由
来
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へ
の
問
い
と
、
本
質
的
に
等
し
い
。
し
か
し
こ
の
「
ど
こ
か
ら
」
と

い
う
問
い
の
形
式
自
体
が
、
「
ラ
プ
ラ
ス
的
な
個
別
的
要
因
」
の
概

念
形
式
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。「
ど

こ
か
ら
」
と
は
、
ラ
プ
ラ
ス
的
な
形
式
に
則
っ
て
初
め
て
問
題
に
な

り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
「
自
覚
」
的
で
「
包
括
」
的
な
意
識

は
そ
の
形
式
を
も
包
む
こ
と
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
「
自
覚
」
的
意
識
は
、
客
観
的
に
見
ら
れ
る
と
不
可
思
議
な
「
創

発
」
を
、
「
内
側
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
」
状
態
に
引
き
戻
し
、
決
定

論
と
自
由
意
志
と
い
う
区
別
の
形
式
さ
え
も
、
未
成
立
の
状
態
に
さ

せ
る
。
こ
う
し
た
「
内
側
か
ら
」
の
次
元
に
お
い
て
は
、
「
創
発
」

は
無
知
を
意
味
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
無
知
と
い
う

考
え
を
成
立
さ
せ
る
形
式
が
未
成
立
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
次
元
に
お
い
て
、
自
由
意
志
と
決
定
論
と
は
独
特
な
再
解
釈

を
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
情
熱
的
衝
動
」
は
、
生
理
学
的
状
態
に
感

情
が
支
配
さ
れ
る
と
い
う
客
観
的
視
点
に
立
つ
と
、
「
完
全
に
決
定

的
な
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
し
反
対
に
「
内
側
か
ら
知
ら
れ
」
る
経

験
と
し
て
は
、
「
全
く
非
決
定
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。

（
二
〇
）

「
活
動
（
能
動
）
と
屈
服
と
は
、
実
在
と
の
発
見
的
交
霊
の
中

で
完
全
に
融
合
し
て
お
り
、
決
定
論
と
自
発
性
と
は
、
自
己
投

出
の
普
遍
的
な
極
と
個
人
的
な
極
に
体
現
さ
れ
る
と
き
に
は
、

互
い
に
他
を
要
求
し
合
う
」。

（
二
一
）

「
活
動
（
能
動
）
」
「
自
発
性
」
「
個
人
的
な
極
」
は
「
内
側
か
ら

知
ら
れ
」
る
経
験
に
相
当
し
、「
屈
服
」「
決
定
論
」「
普
遍
的
な
極
」

は
客
観
的
な
「
生
理
学
的
状
態
」
に
相
当
す
る
。
そ
れ
ら
は
一
方
が

他
方
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
「
融
合
」
し
「
要
求
し
合

う
」
の
が
実
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
互
い
の
対
立
をcom

prehend

で
き
た
状
態
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
ラ
プ
ラ
ス
的
知
識
さ
え
、

そ
の
「
下
位
」
の
知
識
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
自
発
性
ま
た
は
決
定
論
と
い
う
対
、
「
活
動
」
ま
た
は

「
屈
服
」
と
い
う
対
も
、
「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
で
あ
る
実
在
の
、

概
念
的
な
一
側
面
と
し
て
現
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
対
立
項
は
「
概

念
的
な
論
理
」
に
よ
る
、
実
在
の
一
面
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
に
す
ぎ

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
区
別
以
前
に
戻
る
こ
と
が
、
ポ
ラ
ン
ニ

の
い
う
「
発
見
的
交
霊
」
に
相
当
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
い
わ
せ
れ
ば

（
二
二
）

「
論
理
を
き
っ
ぱ
り
捨
て
る
」
こ
と
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
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で
あ
る
。

三

こ
の
よ
う
な
根
本
的
に
相
対
立
す
る
宇
宙
、
つ
ま
り
相
対
立
す
る

複
数
の
形
而
上
学
が
同
時
に
主
張
さ
れ
る
領
域
に
、
生
物
の
進
化
が

あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
進
化
を
完
全
に
自
然
選
択
に
よ
る
ト

ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
と
考
え
て
き
た
。
現
代
の
進
化
論
は

基
本
的
に
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
延
長
上
に
あ
り
、
基
本
的
に
こ
の
自

然
選
択
を
様
々
に
工
夫
し
て
、
進
化
を
無
目
的
な
形
質
変
化
と
い
う

基
本
路
線
の
上
に
説
明
す
る
。
自
然
選
択
に
よ
る
進
化
は
、
「
サ
ル

が
ラ
ン
ダ
ム
に
タ
イ
プ
の
キ
ー
を
打
っ
て
、
偶
然
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

全
集
が
で
き
あ
が
る
」
と
喩
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
不
自
然
に
見
え

な
く
な
る
に
到
る
ま
で
、
自
然
選
択
の
説
明
は
工
夫
を
凝
ら
さ
れ
て

き
た
。
ド
ー
キ
ン
ズ
が
一
九
八
六
年
の
『
盲
目
の
時
計
職
人
』
で
、

極
め
て
低
確
率
の
偶
然
に
見
え
る
進
化
の
現
象
を
、
自
然
選
択
の
蓄

積
で
あ
る
「
累
積
淘
汰
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
は
、
そ
の
一
例
で

（
二
三
）

あ
る
。

確
か
に
、
目
的
的
な
行
動
の
結
果
得
ら
れ
た
形
質
の
遺
伝
は
、
ラ

マ
ル
ク
主
義
の
誤
り
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
他
方
、

自
然
選
択
で
は
目
的
へ
向
っ
た
行
動
を
司
る
、
意
識
や
意
志
の
役
割

さ
え
、
進
化
の
中
で
意
義
を
充
分
発
揮
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
が
進
化

に
貢
献
し
な
い
な
ら
ば
、
生
物
が
目
的
に
向
っ
た
行
動
を
す
る
理
由
、

そ
し
て
目
的
を
志
向
す
る
意
識
が
登
場
し
た
理
由
も
わ
か
り
に
く

い
。
こ
う
し
た
ふ
た
つ
の
相
反
す
る
問
題
に
直
面
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
無
目
的
な
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
か
ら
な
る
自
然
選

択
と
、
「
目
的
」
つ
ま
り
意
志
や
感
覚
の
役
割
と
の
、
互
い
に
対
立

す
る
考
え
を
と
も
に
否
定
し
、
「
も
っ
と
充
分
に
深
い
何
か

être

chose
bien

plus
profonde

」
が
進
化
を
支
配
す
る
と
い
う
立
場
を
そ

の
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
採
用
し
た
。
自
然
選
択
も
意
志
の
目

的
志
向
も
、
進
化
の
動
因
と
し
て
充
分
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
こ
の
動
因
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ジ
ガ
バ
チ
の
行
動
を
一

例
と
し
て
用
い
、
「
ジ
ガ
バ
チ
は
、
そ
れ
を
内
側
か
ら
、
認
識
過
程

と
は
全
く
違
っ
た
仕
方
で
、
あ
る
直
観
（
表
象
さ
れ
る
と
い
う
よ
り

、
、
、
、
、

は
む
し
ろ
生
き
ら
れ
る
直
観
）
に
よ
っ
て

par
une

intuition
(vécue

、
、
、
、
、

plutôt
que

représentée)

把
握
す
る
」
と
い
う
。

（
二
五
）

『
創
造
的
進
化
』
で
は
、
ス
ズ
メ
バ
チ
な
ど
の
膜
翅
類
が
、
獲
物
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の
運
動
神
経
節
の
急
所
を
刺
し
て
麻
痺
さ
せ
、
子
ど
も
の
食
料
と
し

て
供
給
す
る
事
例
が
紹
介
さ
れ
る
。
右
記
の
ケ
ナ
ガ
ジ
ガ
バ
チ
は
、

ア
オ
ム
シ
の
九
つ
の
神
経
中
枢
を
、
続
け
て
九
回
、
そ
の
針
で
正
確

に
刺
す
。
最
後
に
ア
オ
ム
シ
の
頭
を
咥
え
、
か
じ
る
。
そ
う
す
る
と

ア
オ
ム
シ
は
動
け
な
く
な
り
、
か
と
い
っ
て
死
ん
で
腐
敗
す
る
の
で

も
な
い
状
態
に
な
る
。
死
な
ず
に
麻
痺
し
て
い
る
と
い
う
、
食
用
と

し
て
絶
妙
な
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
に
ジ
ガ
バ
チ
は
自
ら
の
卵
を
産
み

つ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
刺
し
所
の
発
見
は
、
自
然
選
択
と
い
う
試

行
錯
誤
に
よ
る
獲
得
と
い
う
に
は
出
来
す
ぎ
て
い
る
。
ど
れ
だ
け
の

試
行
錯
誤
が
必
要
か
、
そ
の
回
数
は
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
膨
大
だ
か
ら

で
あ
る
。
他
方
、
ジ
ガ
バ
チ
が
外
部
か
ら
ア
オ
ム
シ
観
察
を
繰
り
返

し
、
意
志
的
に
こ
の
絶
妙
な
急
所
を
学
習
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き

な
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
両
者
を
と
も
に
排
し
、
ジ
ガ
バ
チ
と
生
贄
と
の
間

に
、「
言
葉
の
語
源
的
な
意
味
で
の
共
感
」
が
仮
定
さ
れ
る
と
い
う
。

、
、

（
二
六
）

そ
し
て
、
「
そ
の
傷
つ
き
や
す
さ
の
感
情
は
、
外
面
的
な
知
覚
に
ま

っ
た
く
負
わ
ず
し
て
、
た
だ
ジ
ガ
バ
チ
と
ア
オ
ム
シ
と
の
直
面
が
行

わ
れ
る
だ
け
の
こ
と
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
は
や
ふ
た
つ
の
生

物
と
し
て
で
は
な
く
、
ふ
た
つ
の
行
動
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
と
い

（
二
五
）

う
。ま

た
刺
し
所
の
意
志
的
な
学
習
で
は
な
い
限
り
、
「
考
え
ら
れ
る

pensé

」
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
感
じ
ら
れ
る

senti

」
の
だ
と
い

（
二
八
）

う
。
こ
の
「
共
感
」
や
「
感
じ
」
が
、
存
在
論
的
に
ど
う
位
置
し
て

い
る
か
が
、
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
れ

を
、
「
未
知
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
や
知
ら
れ
ざ
る
物
理
法
則
と
考
え
て

い
た
節
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
、
既
存
の
物
理
法
則
や
、「
自

然
化
」
さ
れ
た
生
物
の
能
力
と
は
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
二
九
）

実
際
、
「
生
命
の
跳
躍
」
を
、
既
存
の
物
理
的
世
界
に
組
み
入
れ

る
余
地
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
そ
れ
は
、
霊
魂
や
生
気
の
よ
う
に
、

非
物
質
的
実
体
で
も
な
い
。
ど
ち
ら
の
枠
か
ら
も
外
れ
る
が
、
そ
れ

で
も
存
在
し
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
同
様
に
「
感
じ
」
や
「
共
感
」

は
、
意
志
的
努
力
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
何
も
進
化
に
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
働
き
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
生
命
の
本
性
は
物
質
に

も
非
物
質
に
も
還
元
さ
れ
ず
、
「
物
質
で
は
な
い
、
霊
魂
や
生
気
で

も
な
い
、
よ
っ
て
存
在
し
な
い
」
と
い
う
話
法
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。

こ
う
し
た
生
命
を
何
か
に
還
元
さ
せ
な
い
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え

は
、
我
々
が
し
ば
し
ば
陥
る
よ
う
な
、
「
知
性
」
を
進
化
の
最
終
形

態
と
見
な
す
態
度
へ
の
批
判
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
彼
に
い
わ
せ
る
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と
、
進
化
の
結
果
は
、
「
知
性
」
に
も
、
反
対
に
「
本
能
」
に
も
単

一
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
「
生

（
三
〇
）

命
の
跳
躍
」
は
生
命
対
物
質
と
い
う
対
立
に
お
け
る
一
方
の
生
命
で

は
な
く
、
生
命
か
物
質
か
と
い
う
既
成
の
枠
を
取
り
払
っ
た
と
こ
ろ

に
現
れ
出
る
何
か
に
な
る
。
「
跳
躍
」
が
「
ど
こ
に
で
も
あ
り
、
ど

こ
に
も
な
いil

est
partout

et
il
n’est

nulle
part.

」
と
い
う
表
現
に

（
三
一
）

よ
っ
て
形
容
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
物
質
対
生
命
、
知
性
対
本
能
と
い

う
既
成
の
枠
へ
の
根
本
的
な
批
判
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
生
命
の
跳
躍
」
を
「
未
知
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
だ
と
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
熱
、
運
動
、
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
既
存
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
概

念
の
ど
こ
か
に
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
ま
っ
た
く
新
た
な
基
本
的
語
彙
と
な
る
だ

ろ
う
。

こ
の
基
本
的
語
彙
と
は
突
拍
子
も
な
い
考
え
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
空
間
や
時
間
、
質
量
と
い
う
物
理
学
の
基
本
的
語
彙
に
対
し
て
、

一
九
世
紀
に
電
荷
が
、
そ
れ
ま
で
の
ど
こ
に
も
属
さ
な
い
新
た
な
基

本
的
語
彙
と
し
て
加
わ
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
と
見
な
す
議
論
が
あ

る
。
電
荷
を
帯
び
た
現
象
は
時
間
、
空
間
、
質
量
に
関
係
す
る
が
、

電
荷
と
い
う
新
た
な
語
彙
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
語
彙
で
捉
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
の
理
由
で
、
哲
学
者
デ
ビ
ッ
ト
・
チ
ャ

ル
マ
ー
ズ
は
「
意
識
」
も
こ
の
新
た
な
語
彙
に
相
当
す
る
と
い
う
。

電
荷
も
意
識
も
、
既
存
の
語
彙
で
は
そ
れ
ら
の
性
質
が
説
明
さ
れ
な

い
、
既
存
の
語
彙
か
ら
の
「
他
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
意
味

で
「
生
命
の
跳
躍
」
は
、
物
質
か
ら
見
て
も
、
霊
魂
か
ら
見
て
も
、

「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
質
と
精
神
と
の
両

方
に
関
係
す
る
点
で
そ
れ
ら
自
身
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
ら
も
捉
え

ら
れ
な
い
点
で
、
両
者
か
ら
「
他
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
進
化
」
と
は
生
物
学
上
の
課
題
で
あ

り
、
こ
う
し
た
論
理
上
の
処
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
概
念
枠
の
外
に
実
在
を
位

置
づ
け
る
こ
と
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
特
徴
で
あ
り
、
「
生
命
の
跳
躍
」

や
「
純
粋
持
続
」
は
ま
さ
に
そ
の
非
概
念
性
を
特
徴
と
す
る
実
在
だ

っ
た
。
そ
し
て
彼
は
そ
こ
に
生
命
の
本
質
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
な
る
と
、
そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
生
物
学
と
い
う
よ
り
、
論
理
や

哲
学
の
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
実
在
の
一
側

面
と
し
て
の
概
念
は
、
有
用
性
の
た
め
の
手
段
を
超
え
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
し
て
生
物
学
と
い
う
概
念
体
系
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。

で
は
、
新
た
な
語
彙
さ
え
で
き
れ
ば
、
「
生
命
の
跳
躍
」
は
捉
え
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ら
れ
、
「
自
者
」
と
な
り
得
る
の
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
そ
れ
自
身

の
他
者
」
は
、
新
た
な
語
彙
に
よ
っ
て
も
、
実
在
が
ど
こ
ま
で
も
捉

え
ら
れ
な
い
こ
と
を
特
徴
と
し
た
。
同
様
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
生
命

の
跳
躍
」
が
、
概
念
的
把
握
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
捉
え

ら
れ
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
「
跳
躍
」
と
い
う
新
た
な
基
本
的
概
念
に

よ
っ
て
「
自
者
」
と
な
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
跳

躍
」
が
概
念
化
を
拒
む
な
ら
、
そ
れ
は
彼
の
「
純
粋
持
続
」
と
同
様

に
、
概
念
化
と
は
根
本
的
に
相
反
し
続
け
る
何
か
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
こ
で
、
基
本
的
語
彙
と
い
う
あ
り
方
と
、
概
念
か
ら
の
背

反
性
と
い
う
あ
り
方
と
の
ふ
た
つ
の
様
式
が
、
実
在
の
姿
と
し
て
考

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

宇
宙
全
体
を
ひ
と
つ
の
概
念
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の

概
念
ゆ
え
に
宇
宙
に
根
本
的
な
断
絶
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
ジ

ェ
イ
ム
ズ
が
用
い
た
「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
と
い
う
考
え
に
沿
っ
て

検
討
し
て
き
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
絶
対
者
の
全
体
的
な
意
識
に
よ
る

知
り
方
と
、
部
分
の
意
識
に
よ
る
知
り
方
と
の
断
絶
を
見
出
し
、
こ

の
断
絶
を
生
み
出
し
て
い
る
概
念
以
前
へ
と
遡
る
こ
と
で
解
決
を
図

ろ
う
と
し
た
。
ポ
ラ
ン
ニ
は
部
分
的
な
「
暗
黙
知
」
と
全
体
的
な
「
集

合
知
」
と
の
間
、
そ
し
て
決
定
論
的
な
物
質
と
目
的
論
的
な
生
命
と

の
間
に
そ
の
断
絶
を
見
出
し
、
「
創
発
」
と
い
う
考
え
で
そ
こ
を
架

橋
し
よ
う
と
し
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
然
選
択
と
意
志
的
な
努
力
と

に
裂
か
れ
た
進
化
の
要
因
に
つ
い
て
、
両
者
を
と
も
に
排
す
る
道
を

見
出
そ
う
と
し
た
。

三
者
は
三
様
の
解
決
法
を
呈
示
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
三
者
に
共

通
す
る
の
は
、
概
念
的
知
識
に
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
領
域
内
の
み
で

役
立
つ
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
質
を
見
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
全
体
的
な
意
識
」
と
「
部
分
の
意
識
」
、「
集
合
知
」
と
「
暗
黙
知
」
、

「
自
然
選
択
」
と
「
意
志
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
範
囲
内
で
の
機
能

的
な
概
念
と
い
え
る
。
反
対
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
範
囲
内
で
の
具
体

的
な
必
要
性
に
は
答
え
る
が
、
そ
の
領
域
の
外
部
の
実
在
全
体
に
つ

い
て
は
関
与
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
も
私
た
ち
は
、
こ

の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
領
域
内
で
妥
当
す
る
概
念
を
、
実
在
全
体
に

対
し
て
も
適
用
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
そ
の
と
き
形
而
上
学
的
な
問

題
が
生
じ
る
の
だ
っ
た
。
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そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
対
立
す
る
概
念
は
ど
れ
も
、
実
在
を

捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ポ
ラ
ン
ニ
は
「
創
発
」
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
「
生
命
の
跳
躍
」
な
ど
の
新
た
な
基
本
的
語
彙
を
作
る
こ
と
で
、

そ
の
対
立
概
念
の
適
用
範
囲
の
外
に
出
よ
う
と
し
た
。
た
だ
し
、
新

た
な
基
本
的
語
彙
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
ま
た
新
た
な
語
彙
が
作
ら
れ

て
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
実
在
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

と
い
う
問
題
は
残
っ
た
。

こ
の
概
念
と
実
在
と
の
断
絶
と
は
、
科
学
的
知
識
の
増
大
と
と
も

に
解
消
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
科
学
的
知
識
と
は
別
の
、
知
識
や

概
念
の
本
性
に
関
す
る
問
題
な
の
か
。
哲
学
が
貢
献
し
得
る
と
す
れ

ば
、
個
別
の
経
験
的
な
知
識
に
つ
い
て
の
検
討
と
は
別
に
、
知
識
や

概
念
一
般
を
実
在
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
問

い
に
対
し
て
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
概
念
と
実
在
に
関
す

る
、
普
遍
的
な
問
い
の
地
平
の
中
に
あ
る
。
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「
全
体
」
意
識
が
ま
ず
あ
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て
、
そ
れ
を
各
々
の
窓
か
ら
取
り
入
れ
て
い
る
の

が
個
別
意
識
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
複
合
の
問
題
を
解
決
す
る
見
解
も

あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
は
、
「
部
分
」
意
識
の
複
合
で
も
、
「
全
体
」
意

識
の
部
分
化
で
も
、
意
識
の
複
合
の
謎
に
対
し
て
同
様
な
妥
当
性
を
持
つ
な
ら
、

両
者
の
説
は
同
様
に
妥
当
す
る
。
そ
れ
で
も
「
全
体
」
意
識
の
部
分
化
は
、
な

ぜ
個
別
に
閉
じ
た
私
が
生
じ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
完
全
に
は
解
決
し
て
い
な

い
。
私
は
全
体
の
部
分
で
あ
る
が
、
か
つ
私
自
身
も
全
体
で
あ
る
と
い
う
矛
盾

は
、
個
別
意
識
と
い
う
概
念
を
完
全
に
捨
て
な
い
限
り
解
消
さ
れ
な
い
。
他
方

で
、
私
が
主
体
性
と
責
任
と
を
伴
っ
て
行
為
す
る
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そ
の
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消
は
実
用
上
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不
可
能
に
な
る
。
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す
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リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
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は
、
突
然
変
異
に
お
い
て
生
じ
た
新

た
な
形
質
の
中
で
は
、
生
存
に
適
す
る
形
質
だ
け
が
累
積
し
て
遺
伝
し
、
進
化

を
促
進
さ
せ
る
と
い
う
「
累
積
淘
汰
」
の
理
論
を
提
起
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
確
か
に
こ
れ
な
ら
、
で
き
そ
こ
な
い
の
生
物
の
数
は
軽
減
す
る
。
生
存

に
適
し
な
い
形
質
は
後
代
に
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
錯
誤
の
犠
牲
に
な
る
生
物
は
、

適
し
な
い
形
質
が
遺
伝
す
る
場
合
よ
り
極
端
に
少
な
く
て
済
む
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
生
存
に
適
す
る
形
質
だ
け
が
遺
伝
し
、
適
し
な
い
形
質
が
滅
ぶ
と

い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
ド
ー
キ
ン
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の
い
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よ
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に
う
ま
く
機
能
す
る
の
か
否

か
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あ
る
。
さ
ら
に
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て
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で
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九
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の
急
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誤
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発
見
さ

れ
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こ
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変
わ
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試
行
錯
誤
の
回
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と
犠
牲
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確
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に
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膨
大
に
な
る
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滅
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な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。D

aw
kins,

R
ichard,

The

B
lind

W
atchm

aker
:

W
hy

the
E

vidence
of

E
volution

R
eveals

a
U

niverse

W
ithout

D
esign,

W
.
W
.
N
orton

&
C
o
Inc,

1996.

『
盲
目
の
時
計
職
人
』
日
高

敏
隆
監
修
、
中
島
康
裕
訳
、
早
川
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。

（
二
四
）B

ergson,
H
enri,

L’É
volution

C
réatrice,

P
aris;

Félix
A
lcan,

1908,

p.185.

『
創
造
的
進
化
』
合
田
正
人
・
松
井
久
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一

〇
年
、
二
一
八
頁
。

（
二
五
）Ibid.,

pp.
190-91.

／
二
二
四
頁
。

（
二
六
）Ibid.,

p.188.

／
二
二
二
頁
。

（
二
七
）Ibid.,

p.189.

／
二
二
二
頁
。

（
二
八
）Ibid.,

p.186.

／
二
二
〇
頁
。

（
二
九
）
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
基
本
的
な
道
筋
を
堅
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
自

然
選
択
は
ジ
ガ
バ
チ
と
ア
オ
ム
シ
の
事
例
を
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
理
論
は
、
獲
得
形
質
の
遺
伝
を
唱
え
る
ラ
マ
ル
ク
理
論
の
残
滓
だ
と

見
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
進
化
の
動
因
に
つ
い
て
の
考

え
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
そ
の
考
え
の
み
な
ら
ず
、
ラ
マ
ル
ク
主
義

に
お
け
る
そ
の
考
え
か
ら
も
距
離
を
置
い
て
い
る
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

反
対
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
構
造
よ
り
機
能
を
優
位
に
見
る
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の

特
色
の
一
つ
と
な
る
発
想
に
つ
い
て
、
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
試
行
錯
誤
が
ど
ん
な
具
合
の
進
化
に
つ
い
て
も
扱
う
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
自
然
選
択
の
考
え
は
、
「
サ
ル
が
ラ
ン
ダ
ム
に
キ
ー
を
打
っ
て
シ
ェ
イ
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ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
を
書
く
」
と
い
う
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

か
ら
見
れ
ば
、
客
観
主
義
的
な
先
入
見
の
為
せ
る
考
え
に
な
る
。
実
際
、
「
サ
ル

が
ラ
ン
ダ
ム
に
キ
ー
を
打
っ
た
」
結
果
と
し
て
、
生
存
を
維
持
し
子
孫
を
残
せ

た
生
物
に
比
べ
、
膨
大
な
数
が
生
じ
た
は
ず
の
、
で
き
そ
こ
な
い
の
生
物
の
化

石
は
発
見
さ
れ
な
い
。

（
三
〇
）L’É

volution
C

réatrice,
p.190.

／
『
創
造
的
進
化
』
二
二
三
頁
。

（
三
一
）Ibid.,

p.186.
／
二
一
九
頁
。

本
論
文
は
二
〇
一
六
年
三
月
四
日
、
シ
カ
ゴ
のT

he
Palm

er
H
ouse

H
ilton

に
て
開
催
さ
れ
たA

m
erican

P
hilosophical

A
ssociation

C
entral

D
ivision

M
eeting

に
組
み
入
れ
ら
れ
たSociety

for
the

A
dvancem

ent
of

A
m
erican

P
hilosophy

の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
て
、“M

etaphysical
C
ontradictions

and
the

P
lurality

of
the

U
niverse”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
、
日
本

語
で
構
成
し
直
し
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。


