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プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

　
　
　
ー
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
C
・
S
・
シ
ラ
ー
を
中
心
に
一
1

沖
　
永
　
宜
　
司

は
じ
め
に

　
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
形
而
上
学
の
領
域
を
否
定
す
る
立
場
で
は
な
い
。
む
し
ろ
概
念
的
実
在
を
有
用
性
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
な

お
す
こ
と
で
、
形
而
上
学
の
問
題
を
新
た
な
角
度
か
ら
照
ら
し
出
す
立
場
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
そ
の
中

心
課
題
の
一
つ
と
し
て
形
而
上
学
の
問
題
を
扱
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
の
問
題
意
識
は
、
立
場
に
よ
っ
て
多
少
の
異
な
り
は
あ
る
も
の
の
、
検

証
可
能
な
範
囲
を
超
え
た
宇
宙
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
権
利
を
持
ち
得
る
か
、
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
概
括
的
に
言
え
ば
、
ほ
ぼ
同

時
代
に
勃
興
し
た
論
理
実
証
主
義
が
、
哲
学
の
領
域
を
実
証
性
の
範
囲
に
限
定
し
て
形
而
上
学
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
形
而
上
学
的
な
領
域
を
そ
の
有
用
性
に
よ
っ
て
確
保
し
よ
う
と
し
た
点
で
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（
毫
蒙
餌
ヨ
富
ヨ
①
ω
一
八
四
二
～
一
九
一
〇
）
は
、
古
典
的
な
意
味
で
の
物
理
的
宇
宙
と
は
異
な
っ
た
宇
宙
の
姿

を
も
、
多
元
的
な
宇
宙
の
一
面
と
し
て
肯
定
す
る
立
場
を
、
そ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
実
在
論
か
ら
展
開
し
た
。
ま
た
彼
と
相
互
に
影

響
関
係
を
持
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
シ
ラ
ー
（
男
⑦
益
ぎ
p
民
O
弩
三
二
鋤
q
ω
o
o
言
ω
o
寓
一
一
興
一
八
六
照
一
｝
九
三
七
）
は
、

物
質
と
精
神
と
の
対
立
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
宇
宙
を
一
　
幽
す
る
形
蒔
上
学
的
問
題
に
対
し
て
、
対
立
物
の
土
台
と
な
る
基
本
概
念
を
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
成
物
だ
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
対
立
の
根
拠
を
覆
そ
う
と
し
た
。



　
こ
の
よ
う
に
本
論
で
は
、
形
而
上
学
の
問
題
を
、
そ
の
問
題
を
生
み
出
す
前
提
と
な
る
構
成
物
が
、
す
で
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ヅ
ク
な
も
の

で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
問
題
解
決
を
は
か
る
立
場
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
立
場
を
打
ち
出
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
シ
ラ
ー
に
お

い
て
、
彼
ら
が
物
質
か
ら
意
識
が
生
じ
る
こ
と
の
問
題
、
ま
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
よ
う
な
宇
宙
の
無
意
昧
、
宇
宙
は
一
元
的
か
多
元
的
か
と
い

う
問
い
に
ど
う
対
処
し
た
か
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
さ
ぐ
る
。
そ
こ
で
最
初
に
、
彼
ら
の
方
法
の
根
本
に
見
ら
れ
る
、
宇
宙
の
基

本
的
構
成
物
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
実
在
概
念
に
強
く
結
び

つ
い
て
い
る
。

一
　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
実
在

　
ま
ず
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
実
在
と
見
な
し
た
事
柄
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
で
は
「
実
在
」
（
お
餌
一
一
蔓
）
と
表
記

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
実
在
概
念
」
と
考
え
て
も
意
味
的
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
そ
し
て
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
「
具

体
的
事
実
」
、
「
抽
象
的
な
種
類
の
物
事
、
お
よ
び
物
事
の
間
に
直
観
的
に
知
ら
れ
る
関
係
」
、
「
す
で
に
私
た
ち
に
所
有
さ
れ
て
い
る
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

真
理
の
総
体
」
（
隠
窓
α
q
”
や
H
O
N
■
）
で
あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
実
在
の
う
ち
、
直
接
に
観
察
さ
れ
、
か
つ
普
遍
性
を
持
つ
も
の
は

ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
具
体
的
事
実
」
や
「
直
観
的
に
知
ら
れ
る
関
係
」
は
直
接
に
観
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
一
圃
き
り

で
あ
り
、
普
遍
性
は
持
た
な
い
。
つ
ま
り
、
世
界
の
基
本
的
構
成
物
に
は
な
ら
な
い
。
反
対
に
「
抽
象
的
な
種
類
の
物
事
」
、
　
「
他
の
真
理
の
総

体
」
は
、
複
数
の
具
体
的
事
実
に
関
し
て
妥
当
す
る
普
遍
性
を
持
つ
が
、
そ
れ
ら
の
「
物
事
」
「
真
理
」
自
体
は
直
接
に
観
察
さ
れ
な
い
。
つ
ま

り
、
世
界
の
基
本
的
構
成
物
に
な
り
得
る
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
に
直
接
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
形
而
上
学
の
問
題
を
生
み
出
す
の

は
、
こ
の
観
察
さ
れ
ず
普
遍
性
を
持
つ
実
在
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
私
た
ち
の
真
な
る
観
念
の
圧
倒
的
な
大
多
数
は
、
な
ん
の
直
接
的
な

あ
る
い
は
面
と
向
か
っ
た
検
証
を
許
さ
な
い
」
（
量
皇
℃
」
O
ω
●
）
と
い
う
雷
干
が
、
問
題
を
投
げ
か
け
て
く
る
。
そ
れ
は
、
普
遍
性
を
持
っ

た
も
の
ほ
ど
直
接
的
検
証
を
許
さ
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
真
理
と
し
て
、
形
而
上
学
的
な
問
題
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

一
九
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で
は
、
直
接
に
検
証
さ
れ
な
い
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
は
真
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
真
の
観
念
は
、
私
た
ち
を
有
用
な
言

語
的
そ
し
て
概
念
的
な
方
角
へ
と
導
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
を
直
接
的
に
有
用
な
感
覚
上
の
目
的
地
へ
と
導
い
て
く
れ
る
。
」

（㎞

ﾚ
傭
二
や
一
〇
。
。
●
）
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
、
「
有
用
」
と
「
目
的
」
と
い
う
主
観
的
、
目
的
論
的
な
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
真
な
る
も
の
と
は
、
純
粋
客
観
的
に
存
在
し
、
検
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
こ
ち
ら
側
の
事
情
や
鷺
的
と
の
関
係
に
お

い
て
実
在
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
囲
的
へ
の
「
導
き
」
を
行
う
実
在
は
、
観
察
さ
れ
る
対
象
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

つ
ま
り
実
在
に
関
す
る
「
真
の
観
念
」
と
は
、
私
た
ち
に
内
在
す
る
関
心
を
前
提
に
し
て
、
醤
的
へ
と
導
く
媒
介
的
な
役
割
を
な
せ
ば
よ
い

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
実
在
が
直
接
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
反
対
に
検
証
と
は
、
私
た
ち
の
目
的
や
関
心
を
離
れ
、
純
粋
に
客

観
的
な
対
象
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
検
証
は
静
的
で
あ
り
、
「
導
き
」
は
過
程
的
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
直
接
に
検
証
さ
れ
ず
、
私
た
ち
の
目
的
に
適
合
す
る
「
導
き
」
を
行
う
、
と
い
う
実
在
の
性
質
は
、
「
私
た
ち
の
進
行
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
つ
れ
さ
せ
挫
折
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
観
念
、
実
際
に
私
た
ち
の
生
活
を
、
実
在
の
仕
組
み
全
体
へ
と
適
合
さ
せ
順
応
さ
せ
る
観
念
」

（
薫
9
も
」
率
傍
点
原
典
、
以
下
同
様
）
と
重
い
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
実
在
の
観
念
が
、
私
た
ち
の
営
的
実
現
に
対
立

し
な
い
限
り
、
真
で
あ
り
続
け
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
目
的
表
現
に
あ
た
っ
て
反
証
さ
れ
な
い
限
り
で
、
そ
の
観
念
は
真
で
あ
り
続
け

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
在
が
直
接
的
検
証
と
は
甥
の
根
拠
か
ら
成
立
し
、
ま
た
実
在
が
固
定
す
る
こ
と
な
く
可
変
的
で
あ
り
得
る
こ

と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
在
の
真
理
性
は
、
目
的
従
属
的
で
、
反
証
さ
れ
な
い
限
り
成
立
し
、
可
変
的
で
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
持
つ
。
こ

こ
か
ら
、
実
在
が
多
元
的
に
展
開
可
能
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。

　
こ
の
実
在
の
可
変
性
と
関
連
し
て
、
「
す
べ
て
の
私
た
ち
の
真
理
は
、
「
実
在
」
に
つ
い
て
の
信
念
で
あ
る
。
そ
し
て
い
か
な
る
個
別
の
信

念
に
お
い
て
も
、
実
在
は
独
立
し
た
何
か
と
し
て
、
制
作
さ
れ
た
も
の
で
な
く
見
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
働
い
て
い
る
。
」
（
凶
玄
α
‘
9

目
ご
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
真
理
と
は
一
元
的
な
不
変
の
存
在
で
は
な
く
、
実
在
へ
の
信
念
、
つ
ま
り
可
変
的
で
主
観
的
な
も
の
と
し
て

定
義
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
私
た
ち
は
、
実
在
は
主
観
的
内
在
的
で
は
な
く
、
客
観
的
に
私
た
ち
と
無
関
係
に
独
立
し
て
あ
る
と
も
見
な



し
て
い
る
。
当
然
、
そ
こ
へ
の
信
念
と
し
て
の
真
理
も
多
元
的
主
観
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
＝
兀
的
客
観
的
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
実
在
論
は
、
こ
こ
で
の
本
題
と
し
て
の
形
而
上
学
の
問
題
を
ど
う
扱
う
か
に
圏
を
向
け
た

い
。
私
た
ち
は
「
物
質
」
を
基
本
的
構
成
物
と
し
て
宇
宙
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
と
き
「
精
神
」
は
そ
の
宇
宙
か
ら
は
み
出
し
て

し
ま
う
。
宇
宙
は
決
定
論
的
に
説
明
さ
れ
得
る
が
、
他
方
で
私
の
自
由
意
志
は
私
が
存
在
す
る
限
り
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
基
本
的

構
成
物
を
何
と
見
な
す
か
に
よ
っ
て
、
宇
宙
が
ま
っ
た
く
下
様
に
現
れ
て
く
る
こ
と
の
例
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
扱
う
形
而
上
学
と
は
、

物
質
と
精
神
、
決
定
と
自
由
、
一
と
多
、
存
在
と
無
、
機
械
論
と
目
的
論
と
い
っ
た
、
宇
宙
を
根
本
的
に
断
絶
さ
せ
る
見
解
の
ど
ち
ら
が
正

し
い
の
か
を
問
う
。
宇
宙
は
す
べ
て
原
子
の
集
合
か
ら
で
き
て
い
る
と
も
誓
え
る
し
、
宇
宙
の
す
べ
て
は
私
の
認
識
の
う
ち
に
あ
る
と
も
雷

え
る
。
両
者
と
も
自
ら
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
が
、
お
互
い
に
相
手
を
根
本
的
に
は
論
駁
で
き
な
い
。
決
定
論
と
目
的
論
な
ど
も
、
同
じ
よ

う
な
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
が
形
而
上
学
の
難
問
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
を
用
い
て
も
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
の
宇
宙
と
現
状

の
字
宙
と
を
、
同
じ
よ
う
に
う
ま
く
説
明
で
ぎ
る
。
こ
れ
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
両
方
の
理
論
と
も
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
帰
結
を
示
し
て

し
ま
っ
た
、
そ
し
て
私
た
ち
が
採
用
し
て
い
る
仮
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
同
一
な
の
で
あ
る
。
」
（
惹
住
．
も
．
㎝
ρ
）
と
衷
現
す
る
。

　
た
と
え
ぽ
過
去
に
発
掘
さ
れ
た
多
様
な
化
石
は
、
す
べ
て
進
化
論
的
な
自
然
選
択
に
よ
っ
て
も
、
反
対
に
神
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
デ
ザ

イ
ン
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
困
難
な
点
は
あ
る
も
の
の
、
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
が
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
デ
ザ
イ
ン
説

が
滅
び
な
い
論
理
的
な
理
由
で
あ
り
、
こ
の
構
造
は
決
定
論
対
目
的
論
、
唯
物
論
対
有
神
論
な
ど
に
お
い
て
も
岡
田
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
、
ど
ち
ら
の
立
場
を
と
る
か
は
、
そ
れ
を
選
択
す
る
者
の
気
質
に
も
と
づ
い
た
、
「
信
じ
る
意
志
」
に
よ
る
と
見
な
し
た
。
こ
れ

は
ど
ん
な
理
論
に
つ
い
て
も
、
そ
の
最
終
的
な
正
し
さ
は
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
表
明
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
こ
に
「
意
志
」
が
関
与
す
る
こ
と
の
表
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
形
而
上
学
的
な
問
題
に
関
す
る
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
主
意
主
義
的
な
立
場
を

示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
形
而
上
学
の
領
域
が
実
証
知
の
彼
方
に
な
ぜ
存
続
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
・
王
意
主
義
よ
り
も
立
ち
入
っ
た
考
察
が
必
要
で
あ

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
面
上
学

一
二
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る
。
こ
こ
で
は
次
の
点
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
形
而
上
学
の
領
域
は
単
に
気
質
の
問
題
か
ら
で
は
な
く
、
観
察
さ
れ
た
出
来
事
に
複
数

の
理
論
が
並
立
し
て
か
み
合
う
構
造
と
い
う
、
ど
ん
な
自
然
認
識
の
根
底
に
も
必
然
的
に
存
在
す
る
論
理
構
造
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
。

こ
れ
は
一
般
に
、
実
証
可
能
な
領
域
の
背
後
に
、
未
決
着
領
域
が
本
質
的
に
残
り
続
け
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
形
而
上
学
的
見
解
が
複
数
並
立

す
る
構
造
で
あ
る
。
こ
の
構
造
に
も
と
づ
い
て
、
「
信
じ
る
意
志
」
の
登
場
も
必
然
と
な
る
、
と
い
う
論
じ
方
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
第
二
に
、
こ
の
形
而
上
学
的
晃
解
の
各
々
の
理
論
を
支
え
る
、
基
本
的
構
成
物
の
性
質
自
体
を
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
成
物

と
し
て
扱
う
べ
き
こ
と
。
唯
物
論
の
基
本
に
あ
る
「
物
質
」
、
反
対
に
有
神
論
の
基
本
に
あ
る
「
精
神
」
と
の
断
絶
が
、
関
係
不
可
能
な
仕

方
で
対
立
す
る
こ
と
で
形
而
上
学
的
な
問
題
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
翻
っ
て
こ
れ
ら
の
概
念
自
体
が
な
ぜ
正
し
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
か

を
吟
味
し
直
す
べ
き
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
真
理
は
「
有
用
」
で
あ
る
ゆ
え
に
真
と
晃
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
反
対
に
、
こ
の
真

理
は
「
有
用
」
で
あ
る
範
囲
内
で
し
か
妥
憂
し
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
真
理
の
限
定
性
に
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
「
有

用
」
範
囲
内
に
真
理
を
限
定
す
れ
ぽ
、
形
而
上
学
的
問
題
の
土
台
が
消
滅
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
「
物
質
」
の
客
観
的
、
延
長
的
、
決

定
論
的
性
質
に
対
す
る
、
「
精
神
」
の
主
観
的
、
非
延
長
的
、
自
発
的
性
質
と
い
う
対
立
構
図
に
よ
る
形
而
上
学
的
な
諸
問
題
は
、
こ
の

「
物
質
」
や
「
精
神
」
が
そ
れ
ら
の
「
蒼
用
」
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
根
底
か
ら
覆
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
以
上
に
、
実
在
の
「
限
定
」
性
に
着
目
し
た
シ
ラ
…
の
主
張
を
見
た
い
。

ニ
　
シ
ラ
ー
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
実
在

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
に
お
い
て
、
シ
ラ
ー
の
思
想
に
つ
い
て
、
パ
ー
ス
、
デ
ュ
ー
イ
と
並
び
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

の
代
表
的
思
想
家
と
し
て
、
多
く
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
実
在
や
真
理
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
類
似
す
る
点
も
あ
る
が
、

シ
ラ
…
は
初
期
よ
り
、
実
証
科
学
と
形
而
上
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
匿
名
で
出
飯
さ
れ
た
そ
の
最

初
の
著
作
で
あ
る
『
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
蜘
（
一
八
九
一
）
は
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
よ
う
に
奇
妙
な
姿
に
二
分
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し



て
宇
宙
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
ひ
と
つ
に
戻
す
か
を
中
心
課
題
と
す
る
。
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
下
半
身
、
地
面
に
座
っ
て
い
る
ラ
イ

オ
ン
の
胴
体
は
実
証
科
学
を
象
徴
し
、
そ
れ
は
具
体
的
な
観
察
知
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
住
む
身
近
な
世
界
を
説
明
す
る
が
、
最
初
の

運
動
の
原
因
と
い
っ
た
究
極
の
問
題
に
は
答
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
実
証
さ
れ
る
世
界
の
基
本
的
構
成
物
を
、
「
低
い
も
の
」
と
シ
ラ
ー
は

言
う
。
原
子
な
ど
、
法
則
に
従
う
物
質
の
基
本
単
位
は
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
上
半
身
、
人
間
の
顔
と
空
飛
ぶ

た
め
の
羽
は
形
而
上
学
を
象
徴
し
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
知
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
身
近
な
現
象
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
究
極
の
問
題
に

関
お
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
関
わ
る
概
念
が
「
高
い
も
の
」
で
あ
り
、
た
と
え
ば
最
初
の
運
動
を
創
出
し
、
そ
れ
自
体
原
因
を
持
た
な
い
純

粋
に
自
発
的
な
意
志
な
ど
は
、
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
確
か
に
こ
れ
ら
ふ
た
つ
は
、
互
い
に
他
方
の
説
明
も
論
駁
も
で
き
な
い
。
互
い
に
性
質
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
実
在
の
体
系
に
よ
っ
て
分

裂
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
体
系
は
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
根
本
概
念
が
異
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ま
っ
た
く

分
か
ち
合
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
あ
る
概
念
の
実
在
性
が
、
そ
の
有
効
性
の
範
囲
内
の
実
在
性
で
あ
る
、
と
い
う
実
在
の
限
定
的
側

面
を
主
張
す
る
シ
ラ
ー
の
立
場
が
、
意
義
を
持
っ
て
く
る
。
根
本
概
念
と
な
る
基
本
的
構
成
物
を
変
化
さ
せ
れ
ば
、
対
立
は
無
意
味
化
し
、

分
か
ち
合
え
な
さ
の
構
造
が
成
り
立
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
基
本
的
構
成
物
の
限
定
性
は
、
具
体
的
に
シ
ラ
ー
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。
こ
れ
は
、
諸
科
学
の
基
本
概

念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内
で
、
仮
の
実
在
性
を
持
つ
、
と
い
う
彼
の
考
え
の
う
ち
に
見
出
せ
る
。

　
　
す
べ
て
の
物
理
的
諸
科
学
は
、
仮
説
的
な
最
初
の
原
理
や
、
し
ば
し
ば
混
乱
し
た
擬
人
化
さ
れ
た
秩
序
の
す
べ
て
の
類
に
も
と
づ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
お
り
、
…
…
そ
れ
ら
は
各
々
の
科
学
の
限
界
内
で
の
み
役
立
ち
、
し
ば
し
ば
互
い
に
衝
突
す
る
。
（
円
賦
臼
Φ
ω
も
’
属
こ

　
こ
れ
は
、
物
理
学
と
い
う
領
域
内
で
も
、
最
初
の
基
本
的
な
原
理
や
秩
序
を
何
に
す
る
か
で
宇
宙
が
異
な
っ
て
構
築
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら

に
最
初
の
原
理
の
違
い
に
よ
っ
て
、
物
理
的
世
界
の
姿
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
具
体
的
に
シ
ラ
ー
は
、
「
重
力
理
論
」

と
「
波
理
論
」
と
が
基
本
的
に
異
な
る
立
場
で
あ
る
と
見
な
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
宇
宙
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

二
三
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摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
生
じ
る
「
争
い
を
和
解
さ
せ
る
」
の
が
「
ま
さ
に
哲
学
の
仕
事
」
で
あ
り
、
こ
の
和
解
は
、
「
こ
れ
ら
の
仮

説
が
究
極
の
真
理
で
は
な
く
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
便
利
な
公
式
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
る
。
」
（
葭
鳥
「
も
」
詔
）
と
い
う
。
こ
こ

で
「
仮
説
」
と
言
わ
れ
て
い
る
各
々
の
基
本
概
念
は
、
「
特
定
の
目
的
」
の
た
め
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
主
張
は
シ
ラ
ー
の
特
徴
を

な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
科
学
の
基
本
概
念
が
そ
の
ま
ま
普
遍
性
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
科
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内
部
に
お
い
て
、
特
定

の
目
的
に
役
立
つ
た
め
に
考
案
さ
れ
た
、
・
心
心
的
目
的
性
を
離
れ
な
い
こ
と
の
明
言
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宇
宙
の
基
礎
と
な
る
基
本
的
実
在

が
複
合
さ
れ
て
現
象
が
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
限
定
さ
れ
た
領
域
に
お
け
る
現
象
を
特
定
の
農
的
に
沿
っ
て
理
解
し
、
そ
の
目
的
実
現
に
役

立
つ
も
の
と
し
て
、
基
本
的
な
実
在
が
構
築
さ
れ
た
、
と
い
う
順
序
に
な
る
。
こ
こ
に
実
在
の
、
主
観
的
な
目
的
へ
の
適
合
性
と
い
う
シ
ラ

ー
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
目
的
実
現
の
た
め
の
基
本
的
実
在
を
得
る
操
作
が
「
抽
象
化
」
だ
と
、
シ
ラ
ー
は
見
る
。
そ
の
操
作
は
「
物
事
の
側
画
の
部
分
的
な

解
釈
を
与
え
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
成
功
は
讐
重
要
性
」
や
「
関
心
」
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
ど
の
「
抽
象
化
」
も
、

「
全
体
を
含
む
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
」
だ
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
（
薫
皇
㍗
δ
ご
。
つ
ま
り
、
抽
象
化
は
実
在
の
役
立
つ
部
分
を
抽

出
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
そ
れ
ら
の
集
積
が
全
体
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
誤
り
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
世
界
観
の
対
立
が
生
じ
る
。
し
か
し
こ
の
対
立
の
原
因
と
な
る
実
在
の
抽
象
性
、
仮
象
性
を
暴
露
す
れ
は
、
形
而
上
学
的
な
問
題
の
土

台
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
役
立
ち
の
た
め
の
抽
象
化
で
は
な
い
、
基
本
的
実
在
の
姿
を
、
シ
ラ
ー
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
比

喩
的
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
、
細
胞
の
原
形
質
で
あ
る
。
「
こ
の
「
単
純
な
偏
原
形
質
は
、
そ
の
分
化
さ
れ
た
発
展
に
お
い
て
、
も
っ
と
も

多
様
な
構
造
と
、
も
っ
と
も
多
様
な
能
力
の
分
有
を
あ
て
が
わ
れ
る
機
能
の
、
す
べ
て
を
執
り
行
う
。
」
（
葭
野
や
辰
ω
．
）
と
い
う
。
原
子

の
基
本
単
位
の
性
質
は
、
集
積
し
て
も
理
念
上
同
質
で
あ
る
。
し
か
し
原
形
質
は
、
そ
の
単
位
の
中
に
お
い
て
、
そ
れ
が
分
化
発
展
し
た
と

き
の
生
物
の
機
能
の
す
べ
て
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
原
形
質
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
宇
宙
を
構
成
す
る
基
本
単
位
が
描
か
れ
、



物
心
の
二
元
性
の
謎
な
ど
へ
の
解
決
が
目
論
ま
れ
る
。
し
か
し
原
形
質
は
、
有
機
的
単
位
で
あ
っ
て
も
、
す
で
に
客
観
的
存
在
で
あ
る
。
シ

ラ
ー
の
主
張
を
徹
底
化
す
れ
ば
、
実
在
の
基
本
単
位
に
お
い
て
、
主
観
と
客
観
、
自
由
と
決
定
、
感
じ
と
運
動
な
ど
が
、
岡
時
に
備
わ
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
シ
ラ
ー
は
、
「
私
た
ち
の
形
而
上
学
は
、
具
体
的
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
ず
、
抽
象
的
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
」
（
筐
倉
や
H
①
ω
．
）
と
も
言
う
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
対
立
を
融
合
さ
せ
、
し
か
も
抽
象
的
で
は
な
く
具
体
的
な
基
塞

的
実
在
の
設
定
が
、
そ
も
そ
も
可
能
だ
ろ
う
か
。
も
し
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
単
位
か
ら
構
成
さ
れ
る
世
界
と
は
、
質
量
と
延
長
の

集
積
と
し
て
の
物
質
世
界
と
は
全
く
異
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
単
位
が
、
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
か
、
シ
ラ
ー
自
身
に
よ
る
記
述
は

（
4
）

な
い
。

三
　
物
質
が
先
か
精
神
が
先
か

　
前
節
で
は
、
基
本
的
実
在
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
で
、
宇
宙
の
性
質
は
怪
く
異
な
っ
て
く
る
こ
と
を
見
た
。
そ
し
て
、
物
質
と
精
神
と
い

う
二
元
論
的
な
対
立
も
、
原
子
の
よ
う
に
一
面
的
、
客
観
的
に
抽
象
化
さ
れ
た
基
本
的
実
在
を
設
定
し
た
こ
と
で
生
じ
た
。
で
は
、
宇
宙
の

基
礎
を
作
る
本
来
の
基
本
的
実
在
は
、
こ
う
し
た
形
而
上
学
的
な
問
題
に
直
面
し
て
、
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
二
元
論

的
な
対
立
を
解
消
さ
せ
る
基
本
的
実
在
と
は
、
ど
う
い
つ
だ
も
の
で
あ
り
得
る
の
か
。

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
基
本
的
立
場
は
、
「
実
在
物
は
単
に
そ
れ
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
漠
然
と
そ
れ
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
他
者
と
し
て
も
扱
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
」
（
℃
d
”
O
■
①
刈
‘
）
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実
在
は
自
己
で
あ
り
、
同
時
に
他
者
だ
と
い
う
。
こ
れ
を

矛
盾
と
し
て
見
る
の
は
、
自
己
と
他
者
と
を
対
立
し
た
枠
組
み
に
入
れ
る
私
た
ち
の
概
念
的
操
作
に
起
因
す
る
。
つ
ま
り
、
矛
盾
は
宇
宙
の

側
に
も
と
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
が
宇
宙
を
一
元
的
に
規
定
す
る
こ
と
か
ら
人
為
的
に
導
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確

か
に
学
問
的
に
は
、
矛
盾
の
な
い
事
物
の
姿
が
真
理
で
あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
る
。
し
か
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
反
対
に
、
事
物
は
こ
う
し
た
枠

組
み
に
よ
っ
て
抽
象
さ
れ
て
初
め
て
「
そ
れ
自
身
の
自
我
」
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
私
た
ち
の
認
識
は
こ
う
し
て
の
み
成
立
す
る
。
反
対
に

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

二
五
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も
と
も
と
の
宇
宙
は
、
「
自
我
」
と
「
他
者
」
と
を
と
も
に
含
む
と
い
う
。
こ
う
な
る
と
、
宇
宙
を
＝
兀
的
に
す
っ
き
り
と
概
念
化
さ
せ
る

こ
と
は
実
在
化
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
矛
盾
の
種
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
が
私
た
ち
の
思
考
の
運
命
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
一
元
化
が
「
抽
象
化
」
に
欄
当
す
る
。

　
こ
れ
に
関
係
し
て
、
形
而
上
学
の
問
題
が
生
じ
る
原
因
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
よ
う
な
「
抽
象
化
」
と
し
て
の
一
元
化
で
は
な
く
、
私
た
ち

が
宇
宙
の
基
本
と
な
る
実
在
と
し
て
い
る
も
の
へ
の
見
な
し
方
に
帰
着
さ
せ
た
の
が
シ
ラ
ー
で
あ
る
。

　
　
物
質
、
運
動
、
無
限
と
い
う
概
念
に
そ
な
わ
る
困
難
や
、
物
質
世
界
の
無
限
性
、
物
質
の
無
限
分
割
可
能
性
、
運
動
の
相
対
性
と
い
っ

　
　
た
概
念
の
よ
う
な
混
乱
は
、
そ
れ
ら
の
概
念
が
関
係
し
て
い
る
事
実
が
究
極
的
で
あ
る
と
想
像
す
る
こ
と
を
私
た
ち
が
止
め
る
な
ら
ぽ
、

　
　
そ
れ
ら
困
難
や
混
乱
の
と
げ
は
抜
か
れ
る
。
（
園
凱
良
Φ
ω
も
』
『
e

　
つ
ま
り
、
自
然
科
学
で
妥
当
性
を
持
つ
物
質
の
基
本
概
念
も
、
そ
の
一
定
領
域
内
で
有
効
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
究

極
扁
の
範
囲
に
玄
で
適
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
形
而
上
学
の
問
題
は
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
概
念
を
役
立
ち
の
道

異
と
見
な
す
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
萌
芽
は
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
で
、
概
念
は
役
立
つ
こ
と
で
成
立
し
有
効
に
な
る
と
い
う

側
面
で
は
な
く
、
概
念
は
役
立
つ
領
域
の
外
側
に
は
適
用
不
能
と
い
う
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
が
、
シ
ラ
ー
の
特
色
な
の
で
あ
る
。
シ

ラ
ー
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
共
通
す
る
の
は
、
私
た
ち
の
知
る
実
在
概
念
は
、
宇
宙
本
来
の
姿
を
限
定
し
た
も
の
と
見
な
す
点
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ

ム
ズ
は
実
在
概
念
を
、
一
藤
的
な
「
抽
象
扁
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
も
の
と
見
な
し
た
。
シ
ラ

ー
は
、
実
在
概
念
が
役
立
ち
の
外
側
に
つ
い
て
は
何
も
言
え
な
い
点
を
強
調
し
、
し
か
し
こ
の
外
側
に
つ
い
て
何
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
か

ら
、
形
而
上
学
の
問
題
が
生
じ
る
と
見
な
し
た
。

　
こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
事
例
と
し
て
、
精
神
と
物
質
の
問
題
に
着
目
し
て
み
た
い
。
近
年
、
脳
科
学
に
つ
い

て
の
議
論
は
盛
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
意
識
の
特
定
の
状
態
と
、
脳
の
特
定
の
状
態
と
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
ま
で
を
説
明
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
た
し
か
に
脳
が
な
け
れ
ぽ
視
覚
も
な
い
、
と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
脳
か
ら
ど
の
よ
う
に
視
覚
が
生
み
出
さ
れ
る
か
の



説
明
は
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
脳
と
意
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
厳
密
な
科
学
で
は
、
私
た
ち
は
相
伴
o
o
⇔
o
o
巨
欝
匿
①
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
事
実
し
か
書
き
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
る
と
物

　
　
事
が
起
こ
る
こ
と
の
様
態
と
し
て
、
生
産
と
か
伝
導
と
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
す
べ
て
、
純
粋
に
過
分
に
加
え
ら
れ
た
仮
説
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ま
た
そ
の
点
で
形
而
上
学
的
な
仮
説
で
あ
る
。
（
国
菊
国
”
娼
．
o
o
o
Q
・
）

　
私
た
ち
に
現
象
し
て
い
る
の
は
、
特
定
の
脳
状
態
と
特
定
の
精
神
状
態
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
ま
で
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
相
伴
」
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
脳
状
態
が
な
け
れ
ば
、
特
定
の
精
神
状
態
、
た
と
え
ば
特
定
の
視
覚
な
ど
も
な
い
こ
と
は
わ

か
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
脳
が
特
定
の
精
神
状
態
を
「
生
み
出
し
て
」
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
脳
は
、
精
神
の
源
で
あ
る
よ
り
一
般
的

な
何
か
を
、
特
定
の
精
神
状
態
に
「
作
り
変
え
る
」
だ
け
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に
は
答
え
な
い
。
で
は
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
が
、
脳
が
精

神
を
「
生
み
出
す
」
と
考
え
る
理
由
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
、
特
定
の
精
神
状
態
の
根
拠
に
、
よ
り
根
源
的
な
精
神
を
置
く
の
で
は
な
く
、

物
質
を
置
く
こ
と
を
私
た
ち
が
選
択
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
構
造
は
、
感
覚
さ
れ
る
事
物
の
背
後
に
「
物
質
そ
の
も
の
」
を
置
く
か
、
そ
れ
と
も
私
た
ち
に
感
覚
を
生
じ
さ
せ
る
高
度
な
精
神
的

実
在
を
置
く
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
も
見
出
せ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
バ
ー
ク
リ
の
学
説
と
し
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
。
彼

は
、
「
物
質
的
実
体
」
を
感
覚
の
背
後
の
実
在
と
見
な
す
ス
コ
ラ
哲
学
の
考
え
に
対
し
て
、
「
そ
う
し
た
考
え
を
バ
ー
ク
リ
は
、
外
界
を
非
実

在
へ
と
引
き
落
と
す
も
の
す
べ
て
の
中
で
、
も
っ
と
も
効
力
が
あ
る
も
の
と
主
張
し
た
。
」
（
勺
鑓
o
q
も
．
蔭
ご
と
付
記
す
る
。
私
た
ち
は
、

物
質
そ
の
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と
は
な
く
、
何
か
が
物
質
と
し
て
感
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
知
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
が
知
る

範
囲
に
お
い
て
、
感
覚
と
物
質
と
は
等
価
で
あ
る
。
す
る
と
「
物
質
と
は
、
感
覚
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
用
い
て
も
、
物
質
的
実
体
に
対
し

て
用
い
る
の
と
、
同
じ
ほ
ど
真
な
る
名
称
で
あ
る
。
」
（
振
り
一
住
4
0
■
蒔
刈
．
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
感
覚
の
背
後
に
、
精
神
的
働
き
に
は

似
つ
か
な
い
「
物
質
」
が
存
在
す
る
よ
り
、
端
緒
か
ら
精
神
的
実
在
が
「
物
質
」
の
感
覚
を
生
み
出
す
方
が
理
に
か
な
う
、
と
い
う
考
え
方

が
理
に
か
な
っ
て
く
る
。
反
対
に
感
覚
の
背
後
に
物
質
を
置
く
こ
と
は
、
感
覚
の
発
生
を
説
明
で
き
な
く
さ
せ
、
そ
れ
ゆ
え
「
外
界
を
非
実

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

二
七
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在
」
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
に
も
反
駁
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
バ
ー
ク
リ
に
よ
る
、

　
　
あ
な
た
が
理
解
し
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
神
が
、
あ
な
た
に
感
覚
の
世
界
を
直
接
送
っ
て
い
る
と
信
じ
な
さ
い
。
（
凶
玄
価
．
も
誌
ご

と
い
う
結
論
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
物
質
で
は
な
く
精
神
性
の
根
源
と
し
て
の
神
が
、
私
た
ち
に
感
覚
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う

こ
の
見
解
は
、
観
察
薄
能
領
域
に
も
と
つ
く
経
験
か
ら
は
実
証
も
反
証
も
で
き
な
い
。
で
は
私
た
ち
が
こ
の
言
明
を
偽
と
見
な
し
て
、
　
「
物

質
が
感
覚
の
背
後
に
存
在
す
る
し
と
い
う
言
明
を
真
と
見
な
す
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
、
物
質
を
感
覚
の
根
源
と
す
る
方
が
、
信
念
に
そ
ぐ

う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
信
念
は
、
感
覚
は
よ
り
高
度
な
精
神
を
根
源
と
す
る
、
と
い
う
信
念
に
対
立
す
る
。
そ
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に

す
れ
ぽ
、
感
覚
の
背
後
が
ど
ち
ら
で
あ
れ
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
は
等
価
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
脳
と
い
う
物
質
が
精
神
を
「
生
み
出

す
」
の
で
は
な
く
、
脳
は
根
源
的
な
精
神
か
ら
特
定
の
意
識
を
限
定
し
て
「
取
り
出
す
」
、
と
い
う
考
え
も
持
っ
て
い
た
。
こ
の
「
伝
達
的

機
能
」
と
し
て
の
脳
を
仮
定
す
れ
ぽ
、
な
ぜ
物
質
か
ら
質
的
に
断
絶
し
た
感
覚
が
産
出
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
解
消
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

反
対
に
、
脳
は
精
神
の
「
産
出
機
関
」
と
す
る
と
、
こ
の
断
絶
の
問
題
に
対
し
て
贈
答
不
能
と
な
る
。

　
こ
の
、
脳
の
背
後
に
関
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
を
、
シ
ラ
ー
は
さ
ら
に
詳
細
に
行
う
。
シ
ラ
ー
は
、
脳
が
意
識
の
産
出
機
能
で

は
な
く
、
通
り
道
だ
と
い
う
見
解
を
明
確
に
打
ち
出
す
。

　
　
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
も
し
あ
る
人
が
意
識
を
、
そ
の
人
の
脳
が
傷
つ
い
た
と
き
に
失
う
の
だ
と
し
て
も
、
脳
へ
の
傷
が
意
識
の
発
現

　
　
を
可
能
に
さ
せ
る
機
構
を
破
壊
し
た
と
い
う
説
明
は
、
こ
の
傷
が
意
識
の
座
を
破
壊
し
た
と
い
う
説
明
と
、
同
じ
程
度
優
れ
て
い
る
こ

　
　
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
凌
亀
δ
ω
も
O
』
O
伊
①
．
）

　
脳
の
損
傷
に
よ
っ
て
特
定
の
感
覚
が
麻
痺
し
た
り
、
人
格
に
変
化
が
起
き
る
場
合
、
そ
れ
は
特
定
の
意
識
が
生
じ
な
く
な
っ
た
と
見
な
し

て
も
、
反
対
に
普
遍
的
な
精
神
を
特
殊
な
意
識
状
態
に
限
定
さ
せ
る
仕
組
み
が
破
損
し
た
と
見
な
し
て
も
同
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
物
質
で
で
き
た
器
窟
は
、
原
子
の
複
合
か
ら
意
識
を
構
築
す
る
こ
と
は
な
く
、
器
官
が
許
す
範
囲
の
内
側
に
、
意
識
の
発
現
を
縮
減
す

　
　
る
の
で
あ
る
。
（
薫
血
．
も
』
O
㎝
’
）



　
こ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
け
る
脳
の
生
産
量
と
伝
達
説
と
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
並
立
よ
り
一
歩
進
ん
で
、
脳
が
縮
減
機
能
で
あ
る
こ

と
の
表
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
記
憶
理
論
が
根
拠
に
な
っ
て
お
り
、
ど
ん
な
記
憶
も
全
面
的
に
は
消
失
し
な
い
事
実
や
、
死
に
瀕
し
た
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
走
馬
灯
現
象
が
根
拠
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
走
馬
灯
現
象
が
高
じ
て
、
物
理
主
義
か
ら
は
「
超
自
然
的
」
と
し
て
退
け
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

よ
う
な
現
象
ま
で
も
説
明
で
き
る
点
で
、
こ
の
説
は
優
位
だ
と
兇
な
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
脳
の
生
産
説
と
伝
達
説
と
を
調
停
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
見
解
は
、
現
代
の
脳
科
学
や
心
の
哲
学
が
抱
え
る
問
題
に
重
要

な
示
唆
を
与
え
る
。
た
と
え
ぽ
、
ク
オ
リ
ア
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
が
謎
に
な
る
の
は
、
脳
と
い
う
物
質
に
赤
と
い
う
質
感
が
生
じ
る
こ
と

の
説
明
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
脳
が
ク
オ
リ
ア
を
作
る
。
物
質
が
心
を
作
る
。
し
た
が
っ
て
ク
オ
リ
ア
、
心
、
生

命
は
実
在
で
は
な
い
。
」
と
い
う
、
現
代
脳
科
学
の
前
提
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
こ
の
前
提
を
厳
格
に
守
る
な
ら
、
ク
オ
リ
ア
も

意
識
も
存
在
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
前
提
か
ら
立
ち
去
り
、
翻
っ
て
「
心
が
脳
、
物
質
と
い
う
概
念
を
作
る
。
ク
オ
リ
ア
が
物
理
主
義

的
に
翻
訳
さ
れ
て
は
じ
め
て
脳
作
用
が
認
め
ら
れ
る
。
」
と
し
た
ら
、
な
ぜ
だ
め
な
の
か
。
私
た
ち
が
本
当
に
知
る
の
は
直
接
の
経
験
の
み

で
あ
り
、
そ
れ
が
何
か
ら
生
じ
る
か
に
つ
い
て
、
直
接
に
確
認
は
で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
は
、
「
脳
が
ク
オ
リ

ア
を
作
る
」
も
「
ク
オ
リ
ア
が
脳
（
概
念
）
を
作
る
」
も
、
岡
等
に
可
能
な
主
張
と
し
て
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ク
オ
リ
ア
は
、

「
物
理
主
義
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
な
い
何
か
」
、
と
い
う
論
理
的
構
図
の
中
で
は
じ
め
て
問
題
化
す
る
。
そ
の
前
提
が
な

い
と
こ
ろ
で
は
、
ク
オ
リ
ア
は
問
題
化
せ
ず
、
ク
オ
リ
ア
と
い
う
概
念
さ
え
生
じ
な
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
あ
た
り
前
な
た
め
、
概
念
化
さ

れ
る
何
か
に
さ
え
到
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
科
学
上
の
仮
説
は
観
察
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
根
本
に
あ
る
「
物
理
主
義
が
正
し
い
」
と
い

う
命
題
自
体
の
、
観
察
に
よ
る
直
接
的
な
検
証
方
法
は
あ
る
の
か
。
こ
の
命
題
の
正
し
さ
は
直
接
に
検
証
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
自

然
科
学
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
実
証
さ
れ
、
そ
れ
と
こ
の
命
題
と
の
大
き
な
矛
盾
が
見
出
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
命
題
は
普
遍
的
な
前
提

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
限
り
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
実
在
の
区
分
か
ら
す
る
と
、
直
接
に
観
察
、
検
証
さ
れ
な
い
、
「
す
で
に

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

二
九
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私
た
ち
に
所
有
さ
れ
て
い
る
、
他
の
真
理
の
総
体
」
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
真
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
真
」
、

特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
真
理
が
、
必
ず
所
持
す
る
次
元
で
も
あ
る
。

と
い
う

四
　
ペ
シ
ミ
ズ
ム
へ
の
態
度

　
特
定
の
領
域
で
の
み
妥
当
す
る
限
定
さ
れ
た
実
在
を
、
全
宇
宙
の
基
本
的
構
成
物
と
箆
な
し
た
こ
と
で
生
じ
た
の
が
、
脳
と
心
と
の
関
係

に
代
表
さ
れ
る
心
身
問
題
で
あ
っ
た
。
次
に
、
基
本
的
な
実
在
設
定
の
誤
り
か
ら
帰
結
し
た
、
類
似
し
た
事
態
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
れ
は
シ
ラ
ー
が
取
り
組
み
、
特
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
で
は
そ
の
宗
教
思
想
が
解
決
す
べ
き
大
き
な
課
題

の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
こ
こ
で
言
う
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
は
、
人
類
は
宇
宙
の
膨
大
な
時
間
の
中
で
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
時
間
だ
け
生
を
受
け
、
結
局

死
に
絶
え
滅
ぶ
運
命
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
生
に
意
昧
は
な
く
、
ま
た
人
類
の
存
続
に
も
意
味
は
な
い
、
と
い
う
考
え
に
代
表
さ
れ
る
思
想
で

あ
る
。
個
人
の
死
、
種
の
滅
亡
が
絶
対
に
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
宿
命
論
的
な
洞
察
が
こ
こ
に
は
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
、
当
時
一
般
的

で
あ
っ
た
、
宇
宙
の
終
末
に
関
す
る
学
説
も
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
生
は
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
共
通
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
無
意
味
さ
は
、
物
質
が
実
在
で
あ
り
、
心
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
を
根
本
に
持
っ
て
い
る
。
課
題
は
、
こ
の
悲
観

的
状
態
を
ど
う
克
服
す
る
か
で
あ
る
。

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
合
理
的
な
方
法
で
は
克
服
紅
斑
能
だ
と
考
え
る
。
た
と
え
ぽ
、
進
化
は
完
成
か
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
。

目
的
論
で
は
、
世
界
が
完
全
な
方
向
に
向
か
う
と
さ
れ
る
一
方
、
機
械
論
的
な
宇
宙
観
で
は
、
無
目
的
な
自
動
展
開
が
必
然
な
の
で
、
進
化

は
完
成
で
あ
り
得
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
基
本
的
に
後
者
が
不
可
避
だ
と
見
な
す
。
そ
れ
は
「
い
か
な
る
事
物
で
も
、
あ
る
い
は
事
物
の
体

系
で
も
、
宇
宙
的
に
進
化
し
た
あ
ら
ゆ
る
事
物
や
事
物
の
体
系
の
将
来
的
な
帰
結
は
、
死
と
悲
劇
で
あ
る
と
は
、
科
学
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
勺
鑓
α
q
も
』
。
。
。
）
機
械
的
な
宇
宙
観
は
宇
富
の
無
目
的
を
象
徴
し
、
さ
ら
に
熱
力
学
は
宇
宙
の
熱
的
平
衡
状
態
に
よ

る
死
を
必
然
化
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
こ
の
最
終
的
な
全
き
破
滅
と
悲
劇
は
、
現
在
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
科
学
的
唯
物
論



の
本
質
に
な
っ
て
い
る
。
」
（
一
ぴ
一
山
4
　
0
．
㎝
心
■
）
目
的
論
が
力
を
失
い
、
科
学
的
世
界
観
が
支
配
的
に
な
っ
た
時
代
で
は
、
人
類
の
運
命
や
宇
宙

の
将
来
の
絶
望
的
な
状
態
は
、
思
考
に
よ
っ
て
絶
対
に
覆
ら
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
近
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
一
度
合
理
的
な
思
考

を
徹
底
化
さ
せ
る
と
、
滅
び
や
無
意
味
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
西
洋
古
代
か
ら
の
宿
命
だ
っ
た
。
ス
ト
ア
派
が
、
こ
の
運
命
に
耐

え
る
こ
と
に
し
か
活
路
を
見
出
せ
ず
、
そ
の
た
め
の
強
靱
な
精
神
の
鍛
練
が
、
残
さ
れ
た
最
善
の
方
策
で
あ
っ
た
の
も
、
こ
の
宿
命
の
必
然

性
の
せ
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
の
、
消
極
的
で
い
や
い
や
な
が
ら
の
和
解
に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
れ
は
、
合
理
的
思

考
に
則
っ
た
場
合
の
、
唯
一
の
和
解
方
法
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
の
状
態
を
根
底
か
ら
転
覆
さ
せ
る
思
想
が
あ

り
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
以
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
出
現
し
た
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
に
お
い
て
、
こ
の
転
覆
を
「
二
度
生
ま
れ
」
と
い
う
文
脈
で
説
明
す
る
。
こ
れ
は
一
面
で

は
心
理
学
的
な
概
念
で
あ
り
、
宿
命
に
つ
い
て
思
考
す
る
狭
い
自
我
が
、
そ
れ
を
超
え
た
広
い
自
我
に
よ
っ
て
転
覆
さ
せ
ら
れ
る
事
態
と
し

て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
自
我
同
士
の
力
関
係
で
は
な
く
、
な
ぜ
合
理
的
に
論
駁
不
能
な
宿
命
論
が
覆
る
の
か
そ
の
論
理
的
構
造

で
あ
る
。
こ
れ
は
思
考
に
よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
に
し
て
も
理
解
が
で
き
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
「
二
度
生
ま
れ
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

界
は
二
階
建
て
の
神
秘
で
あ
る
。
」
（
＜
菊
］
円
”
O
・
　
H
ω
Φ
．
）
と
、
世
界
の
「
神
秘
」
が
強
調
さ
れ
る
の
も
、
自
我
の
心
理
学
的
な
力
関
係
で
は
二

度
生
ま
れ
現
象
が
説
明
可
能
な
の
に
対
し
て
、
論
理
的
に
は
私
た
ち
の
宿
命
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
論
駁
不
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
自
然
的
な
善
を
断
念
し
、
そ
れ
に
絶
望
す
る
こ
と
は
、
真
理
の
方
向
へ
と
向
け
た
私
た
ち
の
最
初
の
一
歩
な
の
で
あ
る
」
（
乾
溜
や

雛
り
．
）
と
い
う
の
は
、
合
理
的
に
見
れ
ば
逆
説
に
し
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
『
諸
相
』
で
は
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
転
覆
を
、
合
理
性
を
超
え
た
「
神
秘
」
と
見
な
し
て
、
説
明
を
拒
む
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
自
体
を
生
み
出
し
て
い
る
論
理
的
条
件
へ
の
反
省
は
見
え
に
く
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
自
然
的
な
善
の
根
拠
の

転
覆
が
、
善
の
精
神
性
や
不
変
性
を
切
り
崩
す
、
物
質
性
や
、
物
質
性
に
も
と
づ
い
た
機
械
的
な
進
化
と
い
う
論
理
を
前
提
に
し
た
の
と
同

様
に
、
絶
望
的
運
命
も
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
論
理
的
な
土
台
を
切
り
崩
す
こ
と
で
転
覆
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
い
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

一
三
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こ
の
論
理
的
な
土
台
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
低
い
力
」
と
呼
び
、
そ
れ
が
、
「
私
た
ち
が
は
っ
き
り
と
見
定
め
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
進
化

階
梯
の
う
ち
に
お
い
て
、
永
遠
の
力
、
も
し
く
は
最
後
ま
で
生
き
残
る
力
で
あ
る
。
」
（
℃
鐸
ひ
q
も
。
㎝
駆
◎
）
と
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
見
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
問
題
毒
す
る
。
「
低
い
力
」
と
は
物
質
性
で
あ
り
、
精
神
の
中
で
は
物
質
的
、
肉
欲
的
な
本
能
を
指
す
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
低

い
力
」
の
転
覆
が
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
解
決
を
も
た
ら
す
と
ま
で
明
言
は
し
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
低
い
力
」
が
実
在
と
見
な
さ
れ
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
は
量
示
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
低
い
カ
」
が
「
最
後
ま
で
生
き
残
る
」
実
在
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
「
高
い
力
」
つ
ま
り
善
や

善
を
つ
か
さ
ど
る
精
神
性
は
、
非
実
在
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
「
低
い
力
」
の
実
在
性
、
言
い
換
え
れ
ば
精
神
に
お
け
る
唯
物
諭
の

正
し
さ
は
実
証
さ
れ
た
の
か
。
そ
こ
で
は
先
の
、
前
提
自
身
の
正
し
さ
に
関
す
る
実
証
不
可
能
性
の
問
題
が
再
登
場
す
る
。
そ
う
な
る
と
、

根
本
が
「
高
い
力
」
だ
と
し
て
も
、
論
理
的
な
蓋
然
性
は
岡
様
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
低
い
力
」
が
転
覆
さ
れ
た
世
界
を
理
解

す
る
形
式
の
な
い
こ
と
が
、
こ
の
転
覆
を
私
た
ち
に
「
神
秘
」
と
さ
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
原
子
の
機
械
的
な
集
舎
離
散
を
世
界
の
展
開
の

基
本
と
兇
な
す
理
解
の
形
式
に
お
い
て
、
精
神
的
存
在
が
志
向
す
る
蟹
的
へ
と
向
か
う
世
界
は
、
理
解
不
能
で
あ
り
「
神
秘
」
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
機
械
的
な
自
動
展
開
の
世
界
か
ら
、
目
的
の
存
在
す
る
世
界
に
転
換
し
た
と
き
、
生
の
無
意
味
と
い
う
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
消
滅
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
次
に
、
シ
ラ
ー
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
状
況
に
ど
う
対
処
し
た
の
か
。
ま
ず
、
シ
ラ
ー
に
と
っ
て
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
け

る
ほ
ど
差
し
迫
っ
た
課
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
シ
ラ
…
は
宇
宙
の
悲
観
的
な
死
が
私
た
ち
の
「
物
質
概
念
」
か
ら
導
か
れ
、
ペ
シ
ミ

ズ
ム
も
こ
こ
か
ら
生
じ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
明
確
に
し
て
い
た
た
め
、
当
初
よ
り
楽
観
的
な
進
化
論
を
と
り
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す

で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
一
度
「
物
質
」
概
念
を
実
在
と
見
な
す
と
、
こ
の
概
念
か
ら
構
築
さ
れ
る
世
界
以
外
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
し

か
し
シ
ラ
…
は
、
「
低
い
カ
」
つ
ま
り
物
質
の
基
本
概
念
が
根
本
的
に
私
た
ち
の
考
え
る
も
の
と
は
違
う
と
晃
な
す
こ
と
で
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム

も
最
初
か
ら
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
る
。
こ
の
世
界
の
土
台
の
改
変
に
よ
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
根
拠
の
消
滅
、
と
い
う
考
え
は
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
よ
り
明
確
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ラ
ー
で
は
、
知
識
が
究
極
の
と
こ
ろ
で
生
じ
さ
せ
る
形
而
上
学
的
な
問
題
は
、
そ
の
知
識
が
前
提
と
す
る
「
固
定
化
」

さ
れ
た
基
本
概
念
が
正
さ
れ
た
と
き
、
問
題
と
し
て
成
立
し
な
く
な
る
、
と
い
う
運
び
に
な
っ
た
。
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
そ
の
根
拠
も
同
様
で
あ

っ
た
。
で
は
問
題
の
源
で
あ
る
「
固
定
化
」
さ
れ
た
基
本
概
念
は
、
ど
の
よ
う
に
作
り
出
さ
れ
た
の
か
。
シ
ラ
ー
は
こ
れ
を
無
条
件
に
与
え

ら
れ
た
も
の
で
も
、
人
間
に
よ
る
恣
意
で
も
な
く
、
す
べ
て
を
生
み
出
す
「
生
成
b
ご
Φ
o
o
ヨ
ぎ
ひ
q
」
に
よ
っ
て
生
じ
て
ぎ
た
と
見
な
す
。
そ

れ
は
一
種
の
目
的
論
的
進
化
の
見
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
生
成
」
以
前
の
領
域
は
、
す
で
に
「
生
成
」
さ
れ
「
固
定
化
」
さ
れ
た
基
本
概
念

の
形
成
以
前
で
あ
る
た
め
、
す
で
に
生
成
さ
れ
た
概
念
枠
の
側
か
ら
は
捉
え
ら
れ
な
い
。

　
　
私
た
ち
の
現
在
の
位
槽
に
お
け
る
知
識
に
と
っ
て
は
か
り
知
れ
な
い
世
界
を
、
相
次
い
で
形
成
す
る
、
存
在
の
相
次
ぐ
位
相
が
あ
る
か

　
　
も
し
れ
な
い
。
そ
の
位
相
の
存
在
は
、
私
た
ち
の
世
界
の
人
間
以
前
の
進
化
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
菊
鳶
色
Φ
ω
も
・
。
。
O
ご

　
私
た
ち
の
現
蒋
点
の
位
相
と
は
、
実
在
世
界
を
映
し
だ
す
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
ど
の
時
点
で
の
位
相
に
も
、
宿
命
的
に
あ
て
は
ま

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
進
化
に
よ
っ
て
位
相
は
さ
ま
ざ
ま
に
「
生
成
」
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
実
在
世
界
の
照
ら
し
出
さ
れ
方
も
、
さ
ま
ざ

ま
に
展
開
す
る
、
と
い
う
の
が
シ
ラ
ー
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。
最
初
か
ら
確
定
し
た
基
本
的
実
在
は
な
い
。
宇
宙
は
進
化
に
よ
っ
て
展

開
し
、
そ
の
つ
ど
新
し
い
位
相
は
「
生
成
」
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
時
点
で
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
導
く
位
相
で
さ
え
も
、
「
生
成
」
さ
れ
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
す
る
と
、
因
果
律
の
形
式
や
、
宇
宙
の
展
開
を
決
定
論
的
に
理
解
す
る
形
式
も
、
「
現
在
の
位
相
」
が
作
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
は
残
る
。
確
か
に
シ
ラ
ー
は
、
時
間
さ
え
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
は
な
く
、
物
体
の
運
動
に
よ
る
推
移
を
受
け
入
れ
る
相
対
的

な
枠
組
み
と
見
な
す
。
そ
の
意
味
で
は
不
変
で
独
立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
極
力
設
け
な
い
傾
向
が
シ
ラ
ー
に
は
あ
る
。
以
上
か
ら
す
る
と
、

宇
宙
に
つ
い
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
的
見
解
は
、
現
時
点
で
固
定
化
さ
れ
た
物
質
概
念
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
固
定
化
を

取
り
除
き
、
「
生
成
」
に
よ
り
物
質
概
念
を
も
可
変
的
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
で
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
前
提
が
成
立
し
な
い
、
と
い
う
構
図
に
な

る
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

三
三
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た
だ
し
、
シ
ラ
ー
の
「
生
成
」
は
、
合
理
的
な
進
化
の
根
底
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
非
合
理
性
、
も
し
く
は
合
理
性
を
超
え
た
も
の
に
よ

っ
て
生
じ
る
、
と
い
う
考
え
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
消
滅
も
、
こ
の
合
理
的
な
進
化
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

合
理
性
が
す
べ
て
を
包
む
世
界
は
固
定
的
で
は
な
い
が
、
＝
三
聖
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
世
界
の
土
台
の
転
覆
は

合
理
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
秘
的
で
あ
る
こ
と
を
容
認
す
る
。
つ
ま
り
、
合
理
性
の
世
界
と
神
秘
の
世
界
と
の
多
元
性
が
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
　
面
で
は
分
裂
し
た
世
界
で
あ
る
が
、
他
薗
で
は
、
｝
元
的
把
握
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
慎
重
に
背
を
向
け
る
仕
組
み
だ
と
言

え
る
。

　
し
か
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
合
理
性
の
限
界
を
言
う
場
合
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
単
に
合
理
性
の
破
た
ん
を

　
飼
う
だ
け
で
は
、
安
易
な
神
秘
主
義
に
な
り
、
そ
れ
は
思
考
不
可
能
な
領
域
を
も
、
「
神
秘
」
と
い
う
称
号
で
思
考
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
け
る
合
理
性
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
物
質
」
観
を
確
認
す
る
の
が
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
物
質
が
精
神
と
の
関
係
で
、
究
極
の
と
こ
ろ
ど
う
い
つ
だ
も
の
な
の
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
㎎
心
理
学
原
理
蜘
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
「
物
質
」
概
念
、
そ
し
て
「
精
神
」
概
念
は

と
も
に
実
在
を
言
い
当
て
た
も
の
で
は
な
く
、
両
概
念
と
も
に
「
粗
雑
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
雷
い
換
え
れ
ば
、
両
概
念
と
も
私
た

ち
の
便
宜
で
仮
設
さ
れ
た
、
こ
ち
ら
側
の
構
成
物
で
あ
り
、
そ
の
構
成
物
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
実
在
に
す
り
替
え
る
こ
と
で
、
世
界
は
二
元

的
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
実
在
は
「
物
質
」
概
念
の
彼
方
、
そ
し
て
「
精
神
」
概
念
の
彼
方
に
、
概

念
化
と
は
本
質
的
に
異
な
る
様
式
に
あ
る
こ
と
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
・
王
張
す
る
。
こ
の
「
彼
方
」
の
様
式
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　
「
物
質
」
に
つ
い
て
は
、
「
「
物
質
」
と
は
、
ま
さ
し
く
無
限
に
繊
細
な
も
の
」
（
》
，
お
も
誌
り
●
）
と
言
わ
れ
る
。
「
無
限
に
繊
細
」
と
は
、

空
間
的
延
長
の
最
小
単
位
が
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
概
念
的
に
ど
こ
ま
で
追
い
か
け
て
も
追
い
つ
か
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
私
た
ち

は
物
質
を
ロ
ッ
ク
の
第
一
性
質
の
よ
う
に
、
延
長
や
運
動
や
形
な
ど
を
基
本
性
質
と
見
な
す
。
し
か
し
こ
う
し
た
枚
挙
可
能
な
基
本
性
質
に
、

「
物
質
」
は
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
「
精
神
と
い
う
概
念
」
も
、
「
そ
れ
自
身
あ
ま
り
に
も
粗
雑
で
あ
っ
て
、
と
う



て
い
自
然
の
事
実
の
こ
の
上
な
い
精
妙
さ
を
包
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
蕉
伽
4
署
●
お
よ
9
）
と
い
う
。
「
こ
の
上
な
い
精
妙
さ
」
に
は
、
精

神
「
概
念
」
が
ど
ん
な
に
発
達
し
て
も
追
い
つ
け
な
い
、
宿
命
的
な
部
分
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
精
神
」
に
つ
い
て
、
私
た
ち

は
自
己
内
部
の
こ
と
ゆ
え
に
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
。
し
か
し
実
は
こ
れ
も
、
こ
ち
ら
側
の
構
成
物
で
あ
り
、
実
在
に
は
追
い
つ
け
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
物
質
と
精
神
と
い
う
言
葉
は
ど
ち
ら
も
、
あ
の
一
な
る
不
可
知
な
実
在
を
指
し
示
す
象
徴
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
実
在
に
お
い
て
物
心

　
　
の
対
立
は
な
く
な
る
、
と
彼
（
ス
ペ
ン
サ
ー
）
は
言
っ
て
い
る
。
（
国
軍
讐
O
．
α
P
）

　
こ
こ
で
「
不
可
知
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
、
物
質
と
精
神
の
彼
方
に
あ
る
一
な
る
実
在
は
、
概
念
を
作
り
変
え
て
到
達
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
ど
ん
な
に
作
り
変
え
て
も
そ
れ
が
概
念
で
あ
る
限
り
到
達
で
き
な
い
不
可
知
性
を
そ
の
本
質
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
不
可
知

論
を
批
判
し
、
「
生
成
」
に
よ
っ
て
実
在
が
合
理
的
に
進
化
す
る
こ
と
で
、
形
而
上
学
的
な
対
立
を
和
解
さ
せ
る
位
相
が
形
成
さ
れ
る
、
と

考
え
る
シ
ラ
ー
と
は
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
で
は
、
こ
の
和
解
は
、
理
性
の
次
元
、
概
念
の
次
元
で
は
起
こ
り
得
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
は
、
実
在
は
物
質
か
、
そ
れ
と
も
精
神
か
、
と
い
う
問
い
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
次
元
で
あ
る
。
「
生
命
の
原

理
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
物
質
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
非
物
質
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
何
の
違
い
も
な
い
」
（
測
り
帥
α
¢
》
．
㎝
O
’
）
と
ジ
ェ
イ
ム

ズ
は
言
う
。
物
質
が
不
可
知
な
ま
で
に
「
精
妙
」
で
あ
れ
ば
、
生
命
が
物
質
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
尊
さ
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
人
為
的
に

構
築
可
能
で
機
械
的
な
物
質
の
み
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
、
し
か
も
ロ
ボ
ッ
ト
で
も
ゾ
ン
ビ
で
も
な
く
、
さ
ら
に
主
観
性
と
尊
厳
と
を
伴
う
物

質
複
合
体
の
姿
を
、
私
た
ち
は
今
の
と
こ
ろ
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
生
命
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
へ
の
到
達
は
合
理
的
な

概
念
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
成
し
え
な
い
、
と
考
え
る
の
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
合
理
性
と
、
そ
こ
を
超

え
た
宇
宙
と
を
区
別
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
、
実
在
は
「
生
成
」
し
変
転
す
る
が
、
宇
宙
は
合
理
的
で
あ
り
続
け
る
と
考
え
る
シ
ラ
ー
と
で
、

そ
れ
で
は
宇
宙
全
体
の
姿
は
具
体
的
に
ど
う
異
な
っ
て
く
る
か
を
最
後
に
確
認
し
た
い
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
面
上
学

三
五
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多
元
的
宇
宙
か
、
一
元
的
宇
宙
へ
の
進
化
か

　
合
理
性
と
、
そ
れ
を
超
え
る
領
域
と
か
ら
な
る
宇
宙
は
、
多
元
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
生
成
」
に
よ
っ
て
実
在
を
…
刷

新
し
て
い
く
宇
宙
は
、
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
限
り
、
＝
兀
的
だ
と
言
え
る
。
な
ぜ
、
同
じ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
こ
の
多
元

性
と
㎝
元
性
と
い
う
網
異
な
っ
た
宇
宙
像
が
帰
結
す
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
生
じ
る
根
拠
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
、
両
者
の
特
色
と
問
題

点
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
自
ら
の
立
場
を
「
多
元
的
宇
宙
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
立
場
は
、
私
た
ち
が
概
念
的
に
思
考
す
る
限
り
、
宇
宙
の
一
側

面
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
考
え
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
多
元
的
な
の
で
は
な
く
、
概
念
性
、

合
理
性
が
宇
宙
を
多
元
化
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
先
に
も
触
れ
た
、
実
在
は
「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
で
あ
る
、
と

い
う
考
え
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

　
　
通
常
の
論
理
学
は
こ
れ
（
実
在
が
そ
れ
自
身
の
他
者
で
あ
る
こ
と
）
を
否
定
す
る
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
論
理
学
は
、
概
念
を
実
在
物
に
す

　
　
り
替
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
そ
し
て
概
念
と
は
そ
れ
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。
（
℃
¢
”
や
露
－

　
　
c
。
噸
）

　
概
念
と
実
在
と
が
ど
う
い
つ
だ
関
係
に
あ
る
か
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
者
間
に
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
り
、
そ

れ
は
実
在
が
概
念
の
一
面
性
を
本
質
的
に
超
え
出
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
超
え
出
た
と
こ
ろ
は
概
念
か
ら
す
る
と
「
他
者
」
に
し
か
な
ら
な

い
こ
と
を
素
干
し
て
い
る
。
物
質
と
精
神
（
と
い
う
概
念
）
、
決
定
と
自
由
（
と
い
う
概
念
）
な
ど
の
対
立
に
見
ら
れ
る
形
而
上
学
的
問
題
も
、

こ
の
一
面
化
に
起
因
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
実
在
で
は
こ
れ
ら
の
対
立
が
根
こ
そ
ぎ
消
滅
し
て
お
り
、
そ
れ
は
概
念
か
ら
見
れ

ば
矛
盾
を
不
驚
解
な
仕
方
で
合
一
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
す
る
と
実
在
と
は
概
念
の
側
か
ら
す
る
と
、
非
合
理
的
な
も
の
と
し
か
映
ら

な
い
。
反
対
に
実
在
の
側
か
ら
す
れ
ぽ
、
概
念
化
は
実
在
の
～
面
的
な
縮
減
に
す
ぎ
な
い
。
す
る
と
、
二
元
論
の
よ
う
な
根
本
的
対
立
や
矛



盾
も
、
合
理
性
と
い
う
実
在
の
縮
減
か
ら
生
じ
た
派
生
的
な
出
来
事
に
な
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
「
生
」
と
「
死
」
と
い
う
概
念
上

の
区
別
に
対
す
る
、
実
在
と
し
て
の
「
生
命
」
で
あ
る
。

　
　
私
た
ち
の
一
人
が
死
ぬ
と
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
世
界
の
目
の
一
つ
が
閉
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
…
…
。
し
か
し
そ
の
人
の
知

　
　
覚
の
ま
わ
り
を
測
っ
て
い
た
記
憶
と
概
念
的
関
係
は
、
よ
り
大
き
な
地
球
的
生
命
の
中
に
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
は
っ
き
り
と
残
る

　
　
…
…
。
（
凶
び
凶
口
．
”
℃
●
刈
り
●
）

　
死
ね
ば
、
生
命
活
動
は
そ
こ
で
消
滅
す
る
と
い
う
の
は
、
合
理
的
な
思
考
の
結
論
で
あ
り
、
動
か
し
が
た
い
。
こ
れ
は
私
た
ち
が
生
命
を

物
質
的
身
体
と
い
う
「
概
念
」
や
、
個
別
性
と
い
う
「
概
念
」
で
見
る
た
め
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
死
は
消
滅
で
あ
り
、
よ
り
大
き

な
生
命
へ
の
同
化
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
こ
で
死
は
生
と
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
フ
ェ
ヒ
ナ
i
的
な
「
夜
の
相
」
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
実
在
の
世
界
が
「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
で
あ
る
な
ら
、
死
と
い
う
「
概
念
」
も
本
当
の
実
在
で
は
な
い
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
「
昼

の
相
」
で
は
死
を
よ
り
大
き
な
生
命
へ
の
同
化
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
死
が
生
命
に
と
り
こ
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
死
と
生
命
と
い
う
対
立

が
消
滅
す
る
次
元
で
あ
る
。
実
際
、
死
を
生
の
否
定
と
し
て
両
者
を
区
営
す
る
立
場
は
、
物
質
と
意
識
と
の
関
係
を
説
明
で
き
ず
、
ま
た
死

を
無
と
見
な
す
限
り
、
否
定
的
な
も
の
が
永
遠
に
存
続
す
る
と
い
う
不
可
解
と
恐
怖
と
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。
し
か
し
生
死
の
区
別
、
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

質
と
意
識
と
の
区
別
は
「
合
理
的
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
舎
理
性
」
ゆ
え
に
形
而
上
学
の
問
題
は
生
じ
、
反
面
そ
れ
の
解
決
は
非
合
理
を

容
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
「
合
理
」
の
世
界
に
対
す
る
「
非
合
理
」
の
世
界
が
実
在
の
多
様
性
を
包
含
し
、
世
界
の
多
元
性
の

根
源
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
に
な
る
。

　
一
方
シ
ラ
ー
は
、
「
進
化
」
、
「
生
成
」
の
果
て
の
完
全
世
界
と
し
て
の
一
元
的
宇
宙
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
固
定
化
」
さ
れ

た
、
宇
宙
の
基
本
的
な
構
成
物
が
、
進
化
に
よ
っ
て
変
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
楽
観
論
的
進
化
論
で
あ
り
、
し
か
も
こ
こ
で
の

問
題
は
、
基
本
的
構
成
物
の
根
本
的
な
矛
盾
の
克
服
が
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
な
矛
盾
の
克
服
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
楽
観
的
一

元
化
に
到
れ
る
が
、
こ
の
＝
兀
化
は
「
合
理
的
」
と
言
え
る
範
囲
に
含
ま
れ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

三
七



哲
学
研
究
　
第
五
百
九
十
八
号

三
八

　
た
と
え
ぽ
「
進
化
」
と
「
無
限
」
と
は
矛
盾
関
係
に
あ
る
。
圏
的
を
持
ち
な
が
ら
無
限
に
変
化
す
る
と
い
う
事
態
は
あ
り
得
な
い
と
、
シ

ラ
ー
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
…
…
進
化
は
事
実
で
あ
り
、
私
た
ち
の
進
化
の
形
式
は
真
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
世
界
を
空
間
と
時
間
に
お
い
て
有
限
な

　
　
も
の
と
し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
空
α
巳
⑦
の
も
』
α
ω
．
）

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
進
化
」
が
「
無
限
」
に
続
く
こ
と
は
、
無
霞
的
、
つ
ま
り
無
意
味
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
も
つ
な

が
る
。
そ
こ
で
シ
ラ
ー
は
、
　
「
無
限
」
と
「
目
的
」
と
い
う
基
本
概
念
を
「
生
成
ゆ
①
o
o
讐
ぎ
α
q
」
の
過
程
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
、
こ
の

絶
対
的
な
矛
盾
を
解
消
さ
せ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
消
滅
に
つ
な
が
る
。
「
全
体
」
と
「
無
限
」
と
の
矛
盾
、
「
無

限
」
と
「
因
果
」
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
も
、
岡
様
に
解
消
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
解
消
は
、
シ
ラ
ー
で
は
合
理
的
世
界
の
展
開
の
う

ち
に
あ
る
。
一
方
ジ
ェ
イ
ム
ズ
で
は
合
理
性
の
破
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
違
い
が
、
宇
宙
を
一
元
的
と
見
る
か
、
多

元
的
と
見
る
か
の
違
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
共
通
見
解
と
し
て
、
実
在
概
念
と
は
私
た
ち
と
無
縁
に
、
宇
宙
の
中
に
あ
ら
か
じ
め
不
変
の
形
で
存
在
す
る
の
で

は
な
く
、
閉
的
遂
行
へ
の
有
用
性
の
相
関
項
と
し
て
あ
り
、
ま
た
直
接
検
証
の
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
実
在
概
念
の
有
用
性
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
て
、
シ
ラ
ー
は
そ
の
消
極
的
な
限
定
性
に

着
些
し
、
そ
れ
を
形
而
上
学
的
な
問
題
の
出
所
と
し
て
考
察
す
る
。
心
脳
問
題
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
感
覚
や
経
験
の
み
が
私
た
ち
に
知
ら

れ
る
限
り
、
脳
に
よ
る
意
識
の
産
出
は
検
証
さ
れ
な
い
仮
説
だ
と
晃
な
す
点
で
は
両
者
は
共
通
す
る
。
そ
し
て
両
者
と
も
、
直
接
的
な
経
験

を
取
り
巻
く
検
証
不
能
な
世
界
に
つ
い
て
の
対
立
し
た
見
解
が
、
形
而
上
学
的
な
対
立
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
見
る
。

　
他
方
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
克
服
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
克
服
が
生
じ
る
こ
と
自
体
を
神
秘
と
見
な
す
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、



シ
ラ
ー
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
す
根
拠
と
な
る
実
在
概
念
が
合
理
的
な
「
生
成
」
に
よ
っ
て
変
転
し
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
土
台
を
不
成
立
に

さ
せ
る
と
す
る
。

　
ま
た
宇
宙
論
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
実
在
を
「
そ
れ
自
身
の
他
者
」
と
い
う
、
概
念
と
は
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
何
か
と
見
な
し
、

宇
宙
の
多
元
性
を
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ラ
ー
は
、
宇
宙
を
構
成
す
る
互
い
に
矛
盾
し
た
基
本
的
な
実
在
概
念
が
、
「
進
化
」
、
「
生

成
」
に
よ
っ
て
変
転
し
、
矛
盾
を
克
服
す
る
こ
と
で
、
一
元
的
な
宇
宙
へ
と
収
赦
し
て
い
く
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
而
上
学

的
な
対
立
克
服
の
終
局
に
考
え
ら
れ
た
理
想
の
宇
宙
で
も
あ
っ
た
。

　
合
理
性
と
そ
の
外
側
と
の
境
界
を
ど
こ
に
ひ
く
か
が
、
両
者
の
違
い
を
作
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ラ
ー
は
実
在
概
念
が
変
転
し
た
、

私
た
ち
に
思
考
不
能
な
領
域
ま
で
を
広
義
の
合
理
性
に
含
め
た
が
、
他
方
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
こ
を
非
合
理
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
ジ

ェ
イ
ム
ズ
は
合
理
性
の
放
棄
を
容
認
し
た
と
見
な
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
合
理
性
は
そ
の
合
理
性
を
眺
め
る
視
点
を
例
外
と
し
て
隠
し
持
つ

必
要
が
あ
り
、
そ
の
限
り
、
宇
宙
を
一
元
的
な
合
理
的
実
在
と
見
な
す
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
を
抱
え
続
け
る
と
言
え
る
。

　
注

（
1
）
　
冨
ヨ
Φ
ρ
毒
凶
一
一
冨
β
℃
謹
§
例
幣
。
。
§
㌧
§
鳴
§
漣
砺
ミ
葦
ミ
亀
ミ
誉
ミ
塁
》
霞
胃
く
刀
傷
¢
や
一
身
9
以
下
勺
欝
α
q
と
表
記
。

（
2
）
　
宇
宙
の
成
り
立
ち
に
関
す
る
ふ
た
つ
の
形
而
上
学
的
な
選
択
肢
が
あ
っ
た
場
合
、
一
方
が
誤
っ
て
い
る
の
に
他
方
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き

　
な
い
。
た
と
え
ば
無
神
論
が
真
で
あ
り
、
有
神
論
が
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
最
終
的
に
実
証
可
能
で
あ
れ
ば
、
有
神
論
を
選
択
す
る
「
意
志
」
は
そ
の

権
利
を
失
う
。
こ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
認
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
こ
の
実
証
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
命
題

　
は
、
こ
の
実
証
不
可
能
性
の
次
元
か
ら
生
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
形
而
上
学
的
と
呼
ば
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
う
「
意
志
」
は
、

私
た
ち
が
も
は
や
実
証
不
可
能
な
次
元
に
突
き
当
た
り
、
そ
れ
で
も
な
お
、
宇
宙
の
選
択
に
迫
ら
れ
る
場
合
に
、
は
じ
め
て
そ
の
十
全
な
意
味
を
持
つ
こ

　
と
に
な
る
。

　
　
一
方
で
、
こ
の
「
意
志
扁
に
よ
る
選
択
が
何
の
た
め
に
必
要
な
の
か
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
問
題
に
す
る
。
彼
は
、
過
去
の
宇
宙
を
ど
う
理
解
す
る
か
で

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

三
九
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は
な
く
、
宇
宙
理
解
の
仕
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
創
ら
れ
る
べ
き
忍
笠
が
異
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
意
志
」
が
宇
憲
を
選

択
す
る
意
義
が
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ぽ
、
「
未
来
を
持
つ
世
界
」
に
住
む
私
た
ち
に
と
っ
て
、
「
こ
の
ま
だ
創
り
終
え
ら
れ
て
い
な
い
世
界
で
は
、
唯
物

論
か
有
神
論
か
P
　
の
二
者
択
一
は
、
す
こ
ぶ
る
実
際
的
で
あ
る
。
」
（
勺
蚕
ひ
q
M
P
鵠
．
）
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で

　
は
、
未
来
の
行
動
に
差
異
を
及
ぼ
す
限
り
に
お
い
て
、
形
而
上
学
の
問
い
へ
の
甲
張
に
は
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
3
）
円
○
ψ
ω
9
厳
Φ
さ
ミ
織
ミ
8
ミ
ミ
Q
9
ミ
糞
㌔
貸
§
魯
凡
壽
§
篭
ミ
8
愚
ミ
ミ
鳴
§
ミ
執
篤
§
”
い
。
民
8
…
ω
≦
£
・
路
ω
。
蒙
Φ
諺
。
げ
Φ
貯
俸
O
。
篇
。
。
り
H
■

　
以
下
男
箆
盛
。
ω
と
表
記
。

（
4
）
　
矛
盾
対
立
す
る
性
質
を
包
括
し
、
し
か
も
員
体
的
で
あ
る
基
本
実
在
が
そ
も
そ
も
可
能
か
は
、
大
い
に
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
原
形
質
の
よ

　
う
な
個
別
の
単
位
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
西
田
の
門
場
所
」
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
岡
　
化
さ
せ
た
次
元
の
一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
門
場
所
」
は
、

　
シ
ラ
ー
の
批
判
す
る
抽
象
化
に
は
与
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
自
体
は
無
限
定
で
、
何
と
し
て
も
性
質
づ
け
ら
れ
ず
、
語
ら
れ
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
形

而
上
学
的
次
元
で
の
矛
盾
を
包
括
す
る
も
の
は
、
語
ら
れ
得
な
い
こ
と
を
本
質
と
す
る
。

（
5
）
　
冨
ヨ
①
ρ
》
ミ
黛
ミ
駐
ミ
零
ミ
馬
誘
魯
§
Q
ミ
q
轟
⇔
ミ
§
ミ
§
蕊
誉
§
舞
日
零
メ
以
下
℃
¢
と
表
記
。

（
6
）
宣
ヨ
①
ρ
雰
恥
§
簿
沁
ミ
勘
貸
、
奪
愚
ミ
駐
墨
§
驚
ぎ
憂
ミ
ミ
ミ
ミ
嵩
誉
ミ
舞
お
刈
①
．
以
下
、
尊
尊
四
国
と
表
記
。

（
7
）
　
認
憶
が
脳
に
蓄
積
さ
れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
立
場
に
は
、
た
と
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
力
理
論
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
舳
は
、

脳
細
胞
に
記
憶
が
宿
る
の
で
あ
れ
ば
、
脳
の
損
傷
に
よ
っ
て
、
消
失
し
た
記
憶
と
残
存
記
憶
と
は
は
っ
き
り
と
分
か
れ
る
は
ず
な
の
に
そ
う
な
ら
ず
、
緬

　
胞
の
消
失
と
記
憶
の
消
失
と
は
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
失
語
症
の
研
究
の
結
果
と
し
て
、
忘
却
と
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
を
運
動
に
変

換
し
顕
在
化
さ
せ
る
の
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
忘
却
と
は
記
憶
そ
の
も
の
の
消
失
で
は
な
く
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
は
脳
細
胞
や
運
動
機
能
と
も

異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

（
8
）
　
「
し
た
が
っ
て
こ
の
説
明
は
、
唯
物
論
が
「
超
自
然
的
」
と
し
て
孤
絶
し
た
裏
手
を
理
解
す
る
こ
と
を
、
私
た
ち
に
可
能
に
さ
せ
る
こ
と
に
加
え
て
、

唯
物
論
に
沿
う
よ
う
に
主
張
さ
れ
た
事
実
に
も
、
同
じ
程
度
よ
く
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
」
（
蜜
⊆
色
①
ω
も
胸
b
。
㊤
切
・
）
本
人
が
知
ら
な
い
は
ず
の
情
報
や
記
憶

　
を
語
り
始
め
る
よ
う
な
自
動
現
象
は
、
唯
物
論
か
ら
は
錯
覚
か
虚
講
と
し
て
退
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
記
憶
が
脳
の
特
定
部
位
に
宿
る
も
の
で
は
な

　
い
と
い
う
考
え
は
、
こ
う
し
た
「
超
自
然
的
」
現
象
と
折
り
合
え
る
上
、
脳
に
何
ら
か
の
仕
方
で
そ
の
記
濾
が
宿
る
こ
と
で
生
じ
た
事
象
と
し
て
説
明
さ

れ
る
こ
と
と
も
、
同
様
に
折
り
合
え
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
唯
物
論
的
説
明
は
、
後
者
と
は
折
り
舎
え
る
が
、
前
者
と
は
折
り
合
え
な
い
。

（
9
）
冒
ヨ
o
ρ
ミ
ミ
§
篭
ミ
翁
ミ
沁
驚
、
喧
。
器
§
§
§
轟
寡
偽
§
幕
的
ミ
ミ
ミ
§
き
誉
ミ
舞
お
G
。
q
．
以
下
く
沁
跨
と
表
記
。



（
1
0
）
　
「
私
」
と
［
あ
な
た
」
と
い
う
「
合
理
的
」
区
別
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
二
者
が
複
合
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え

　
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
私
と
あ
な
た
と
を
別
物
に
し
て
い
る
論
理
の
形
式
に
よ
る
の
で
あ
り
、
も
し
そ
の
論
理
が
前
提
に
な
け
れ
ぽ
、
最
初
か
ら
複

合
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
。
た
と
え
ぽ
「
純
粋
経
験
」
と
は
、
最
初
か
ら
こ
の
区
別
の
形
態
の
な
い
世
界
で
あ
る
。
同
様
に
独
我
論
も
、
観
察
さ
れ
る

他
者
の
身
体
や
行
動
と
は
別
に
存
在
す
る
、
閉
じ
ら
れ
た
独
立
し
た
意
識
領
域
が
あ
る
、
と
い
う
論
理
の
前
提
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
こ
の
論
理
が
な
け
れ

ば
、
他
者
に
意
識
は
存
在
す
る
か
、
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
が
意
味
を
失
う
。

な
お
、
本
論
は
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
、
第
三
七
回
研
究
大
会
（
東
北
大
学
片
平
キ
ャ
ン
パ
ス
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ー
1
「
イ
ギ
リ
ス
思
想
と
ア
メ
リ
カ
」

（
二
〇
一
三
年
三
月
二
六
日
開
催
）
に
お
い
て
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学
ー
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
シ
ラ
ー
を
中
心
に
一
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
目

頭
発
表
し
た
内
容
を
論
文
化
し
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
筆
者
　
お
き
な
が
・
た
か
し
　
帝
京
大
学
文
学
部
教
授
／
哲
学
）

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
而
上
学

四
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Examining　the　thoughts　of　Wi｝liam　James　and　Ferdinand　C．　S．　Schiller

Takashi　OKINAGA
　　　　　Professor

　Teikyo　University

　　Pragmatism　approves　metaphysics　as　far　as　its　views　make　difference　to　our

behavior．　This　opinion　is　common　to　William　James　and　Ferdinand　C．S．　Schiller

both　of　whom　were　the　representative　pragmatists．　The　opinion　is　opposed　to　the

logical　positivism　which　rests　on　sensorial　evidence　and　excludes　the　region

without　such　evidence．

　　wnen　we　observe　the　pure　region　of　experience，　we　find　out　that　this　region　does

not　contradict　plural　different　metaphysical　cosmologies．　Thus，　different　rneta－

physical　views　come　about　such　as　materialism　and　idealism，　determinism　and　free

will，　one　and　many，　and　so　on．　And　as　for　pragmatism，　for　example，　we　can　adopt

two　different　types　of　views　about　our　conscious　experience：　our　brains　produce

it　on　one　hand，　and　the　other　view　is　that　brains　only　transform　something　into　our

experience．　ln　this　way，　James　insisted　that　empiricism　and　a　pluralistic　universe

should　be　logically　consistent．

　　Then，　what　creates　such　metaphysical　oppositions？　Schiller　attempted　to　identify

the　cause　of　them，　and　considered　that　metaphysical　oppositions　are　created　when

we　apply　fundameRtal　realities　which　are　restricted　and　appropriate　only　to　our

utility　to　the　whole　universe　which　is　outside　of　our　utility．　He　regarded　those

fundamental　reaiities　themselves　to　be　in　the　process　of　“Becoming”，　and　the

oppositions　would　disappear　in　that　process．

　　James　also　regarded　such　fundamental　realities　as　the　results　of　abstractions．

True　reality　is，　on　the　contrary，　“the　other　of　its　own”　and　essentially　cannot　be

captured　in　concept．　However，　since　we　regard　only　the　former　reality　as　rational，

plural　opposed　metaphysical　views　are　able　to　be　brought　about．　James　insisted

that　such　opposition　should　disappear　when　we　returR　to　the　dimension　before

rationality．

　　Schiller　held　the　same　opinion　with　James　in　that　he　regarded　the　fundamental

realities　as　restricted，　but　differed　from　James　in　that　Schiller　regarded　those
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realities　as　the　process　of　rational　“Becoming”　and　that　the　whole　of　that　process

was　in　a　monistic　rational　evolution．

Enactivism　and　the　locus　of　consciousness

　　　　　　　　Against　the　exteRded　consciousness

Makoto　KuREHA
JSPS　Research　Fellow

　　Rikkyo　University

　　互nthis　paper，夏examine　the　thesis　I　ca11伽extended　consciozrsness，　according　to

which　（at　least　some　of）　conscious　experiences　are　constituted　by　environmental

events．　Traditionally，　internalistic　（sometimes　called　Cartesian）　picture　which

regards　the　brain　as　the　sole　physical　basis　of　mind　is　widely　accepted．　Recently，

some　theorists　deny　this　and　claim　that　mind　is　sometimes　extended　beyond　skin

and　skull　into　the　environment．　Kowever，　the　maj　ority　of　them　（represented　by

Andy　Clark）　concede　that　only　non－conscious　mental　states　and　processes　are

extended．　ln　contrast，　‘enactivists’　（such　as　Francisco　Varela，　Evan　Thompson，

Susan　Hurley，　and　Alva　Noe）　，　who　stresses　the　close　connection　between　percep－

tion　and　action，　propose　that　consciousness　is　extended，　too．　By　this，　they　try　to

remove　the　mystery　of　mind　which　threatens　Cartesianism．

　　The　purpose　of　this　paper　is　to　show　that　the　extended　consciousness　is　ground－

less　and　unmotivated．　1　examine　and　refute　two　arguments　offered　by　enactivists

for　the　extended　consciousness：　Noe’s　argument　based　on　‘change　blindness’　and

‘the　sense　of　perceptual　presence’，　and　Thompson，　Varela，　and　Hurley’s　argument

based　on　the　fact　of　‘dynamical　entanglement’　of　neural，　bodily，　and　environmental

processes．　Then　1　discuss　Hurley　and　Noe”s　attempt　to　bridge　‘the　explanatory　gap’

between　the　physical　and　the　phenomenal　by　taking　the　extended　view　on　con－

sciousness，　and　show　that　the　extended　view　is　neither　necessary　nor　sufficient　for

explaining　the　phenomenal　consciousness．

　　In　my　view，　the　extended　consciousness　does　not　contribute　to　the　purpose　of

demystifying　mind．　ln　the　end　of　this　paper，　1　sketch　an　alternative　anti－Cartesian

picture　of　mind　by　comparing　enactivists’　and　Dewey’s　conceptions　on　experience．
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