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一

　
は
じ
め
に
、
も
し
く
は
、
は
じ
ま
り

　

イ
ア
ン
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
（
一
九
三
六
〜
）
と
い
う
人
は
、
科
学
哲
学
の
世
界
で
は
有

名
ら
し
い
（「
英
米
哲
学
に
お
け
る
フ
ー
コ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う
）。
そ
し
て

『
表
現
と
介
入　

科
学
哲
学
入
門
』（
一
九
八
三
）
と
い
う
本
も
ま
た
、
定
評
の
あ
る

名
著
ら
し
い
。

　

そ
う
し
た
こ
と
を
全
く
知
ら
ず
に
、
私
は
書
店
の
文
庫
本
の
コ
ー
ナ
ー
で
こ
の
本
の

背
表
紙
と
出
会
い
、
購
入
し
て
、
読
ん
だ
。
何
と
も
酔
狂
な
こ
と
で
あ
る
。
私
は
文
学

研
究
者
な
の
で
、
タ
イ
ト
ル
の
「
表
現
」
と
い
う
語
に
興
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
い
う
、
本
の
流
通
と
い
う
文
化
（
名
著
が
一
般
読
者
向
け
に
文
庫
化
さ
れ
て
、
書
店

の
棚
に
並
ぶ
こ
と
）
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
ま
の
「
私
」
が
あ
る
、
私
に
と
っ
て
疑
い

よ
う
の
な
い
最
善
の
「
環
境
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
多
分
そ
れ
が
私
の
限
界
だ
ろ
う
。
こ

の
（
い
ま
書
い
て
い
る
）
文
章
は
、
そ
う
い
う
わ
け
で
、「
私
の
限
界
」
の
話
で
あ
る
。

　

最
初
に
強
い
印
象
を
持
っ
た
の
は
、
タ
イ
ト
ル
の
「
表
現
」
の
原
語
が

「Representing

」
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
新
鮮
だ
っ
た
。
私
は
「
表
現
」
は

「Expression

」
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
が
文
学
研
究
の
道
に
入
っ
た
当
時
、

最
も
影
響
を
受
け
た
著
作
の
ひ
と
つ
は
吉
本
隆
明
の
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』

だ
っ
た
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
表
現
理
論
」
は
、
言
語
表
現
は
「
自
己
表
出
」
と

「
指
示
表
出
」
か
ら
成
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
時
枝
文
法
の
「
詞
辞
」
説
か

ら
来
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
自
己
表
出
」
の
「
表
出
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
考
え
て
も

風　

間　

誠　

史

イ
ア
ン
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
『
表
現
と
介
入
』
を
（
文
学
的
に
）
読
む

「Representing

」
で
は
な
く
「Expression

」
だ
ろ
う
。
い
ま
あ
ら
た
め
て
考
え
る

と
、
だ
と
す
れ
ば
「
指
示
表
出
」
と
い
う
の
は
矛
盾
し
た
言
い
方
も
し
く
は
意
味
不
明

の
よ
う
に
感
じ
る
が
、
当
時
は
そ
ん
な
こ
と
は
全
く
気
に
な
ら
な
か
っ
た
。「
表
現
」

は
「
表
出
（Expression

）」
だ
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
表
現
」
が
「Representing

」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
わ
け
で
私
に

と
っ
て
「
ユ
リ
イ
カ
」
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
私
は
自
分
の
論
文
を
ま
と
め

た
本
を
出
版
し
よ
う
と
し
て
い
て
、
そ
の
あ
と
が
き
に
、
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る

（『
近
世
小
説
を
批
評
す
る
』
二
〇
一
八　

森
話
社
）。

い
ま
は
「
表
現
＝
リ
プ
リ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
言

語
学
的
転
回
以
後
、
言
語
以
前
は
「
な
い
」
と
い
う
の
が
常
識
で
、
私
も
そ
う
だ

と
思
う
の
だ
が
、
し
か
し
言
語
は
何
か
を
「
リ
・
プ
リ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
再

現
）」
し
て
い
る
か
ら
「
伝
わ
る
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
語
以
前
と
は
何

か
。
そ
れ
は
ク
オ
リ
ア
（
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
）
な
の
か
、
イ
デ
ア
（
と
し
か
呼
び

よ
う
の
な
い
も
の
）
な
の
か
、
あ
る
い
は
言
語
以
前
に
は
や
は
り
言
語
が
あ
る
の

か
…
…
。

　

こ
れ
は
、
そ
う
い
う
わ
け
で
『
表
現
と
介
入
』
の
影
響
を
受
け
て
の
文
章
な
の
だ
が
、

実
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
『
表
現
と
介
入
』
の
内
容
を
理
解
し
て
い
な
い
。『
表
現
と
介

入
』
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
「
表
現
」
が
あ
り
、
言
語
は
そ
の
後
で
や
っ
て
来
る

と
い
う
こ
と
。「
ク
オ
リ
ア
」
と
か
「
イ
デ
ア
」
は
さ
ら
に
そ
の
後
に
来
る
（
言
語
に

よ
っ
て
語
ら
れ
構
築
さ
れ
る
）。
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謝
辞
／
内
容
目
次
／
前
書
き

　

序
論　

―
合
理
性

第
１
部　

表
現
す
る
こ
と

　

第
１
章　

科
学
的
実
在
論
と
は
何
か
／　

第
２
章　

基
礎
単
位
と
な
る
こ
と
と
原
因

と
な
る
こ
と
／　

第
３
章　

実
証
主
義
／　

第
４
章　

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
／　

第

５
章　

共
約
不
可
能
性
／　

第
６
章　

指
示
／　

第
７
章　

内
在
的
実
在
論
／　

第

８
章　

真
理
の
代
用
と
な
る
も
の

　

小
休
止　

本
物
と
表
現

第
２
部　

介
入
す
る
こ
と

　

第
９
章　

実
験
／　

第
10
章　

観
察
／　

第
11
章　

顕
微
鏡
／　

第
12
章　

思
弁
、

計
算
、
モ
デ
ル
、
近
似
／　

第
13
章　

現
象
の
創
造
／　

第
14
章　

測
定
／　

第
15

章　

ベ
ー
コ
ン
的
主
題
／　

第
16
章　

実
験
活
動
と
科
学
的
実
在
論

　

注
／
文
献
案
内

　

最
初
（「
謝
辞
」
の
次
）
に
「
内
容
目
次
」
と
し
て
各
章
の
概
要
を
五
行
か
ら
十
行

程
度
に
ま
と
め
て
く
れ
て
お
り
、
末
尾
の
「
文
献
案
内
」
と
も
ど
も
、
実
に
親
切
で
行

き
届
い
た
「
科
学
哲
学
入
門
」
書
の
体
裁
で
あ
る
。
も
っ
と
も
中
身
は
、
専
門
論
文
へ

の
論
究
あ
り
、
広
範
な
哲
学
へ
の
言
及
あ
り
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
満
ち
た
言
い
回
し
あ
り

で
、「
わ
か
り
や
す
い
」
本
で
は
な
い
。
読
者
を
刺
激
す
る
こ
と
で
「
入
門
」
へ
と
誘

う
種
類
の
入
門
書
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
前
半
８
章
が
「
表
現
す
る
こ
と
」
後
半
８
章
が
「
介
入
す
る
こ
と
」
と
、

シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
表
現
」
と
い
う
の
は
科
学
的
な
「
理
論
」

の
こ
と
で
あ
り
、「
介
入
」
は
同
じ
く
「
実
験
」
の
こ
と
、
と
言
っ
て
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
。「
科
学
」
の
両
輪
で
あ
る
。「
前
書
き
」
に
「
ト
ピ
ッ
ク
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
各

章
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
話
題
、
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
、
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
っ
て

お
り
、
全
体
の
テ
ー
マ
は
第
１
章
と
第
16
章
に
出
て
く
る
「
科
学
的
実
在
論
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。「
科
学
的
実
在
論
」
と
は
、
電
子
の
よ
う
な
、
科
学
で
扱
わ
れ
る
直
接

目
で
見
た
り
触
っ
た
り
で
き
な
い
対
象
が
、「
実
在
」
す
る
の
か
、
理
論
的
な
も
の

（
つ
ま
り
架
空
の
概
念
で
あ
り
「
非
実
在
」）
な
の
か
と
い
う
議
論
、
論
争
の
こ
と
。

　

こ
れ
は
し
か
し
難
解
な
議
論
で
、
一
読
し
て
理
解
で
き
な
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
（
と

自
己
弁
護
し
て
お
く
）。
そ
の
後
あ
ら
た
め
て
『
表
現
と
介
入
』
を
自
分
な
り
に
精
読

し
て
見
え
て
き
た
こ
と
が
多
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
詳
細
に
「
表
現
」
し
よ
う
と
い
う

の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
個
人
的
な
動
機
で
、
そ
れ
が
文
学
研
究
に
何

を
も
た
ら
す
の
か
、
何
も
も
た
ら
さ
な
い
の
か
、
確
信
は
な
い
が
、
と
も
あ
れ
書
き
進

め
て
み
た
い
。

　
　
　
二

　
概
要

　

イ
ア
ン
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
『
表
現
と
介
入　

科
学
哲
学
入
門
』
の
概
要
を
説
明
す
る
。

イ
ア
ン
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
は
カ
ナ
ダ
の
人
で
、「
現
代
を
代
表
す
る
科
学
哲
学
者
」（
文
庫

版
の
カ
バ
ー
裏
著
者
紹
介
）。『
表
現
と
介
入
』
は
一
九
八
三
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
著

者
の
「
前
書
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
内
容
は
、
大
学
で
の
科
学
哲
学
の
入
門
コ
ー
ス

で
扱
う
「
ト
ピ
ッ
ク
」
で
あ
る
と
い
う
。
副
題
に
「
科
学
哲
学
入
門
」
と
あ
る
の
は
そ

う
い
う
こ
と
ら
し
い
。

　

日
本
語
訳
は
渡
辺
博
（
も
ち
ろ
ん
私
は
全
く
知
ら
な
い
）。
一
九
八
六
年
に
産
業
図

書
よ
り
刊
行
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
に
ち
く
ま
学
芸
文
庫
の
一
冊
と
し
て
再
刊
さ
れ
た
。

先
述
の
通
り
、
私
は
そ
こ
で
本
書
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
ち
な
み
に
「
訳
者
あ
と

が
き
」
に
よ
れ
ば
、

一
九
八
三
年
の
暮
に
神
田
の
東
京
堂
で
偶
然
に
原
著
を
見
つ
け
、
立
ち
読
み
を
し

て
い
る
う
ち
に
訳
し
た
く
な
っ
た
…

そ
う
で
、

世
に
出
て
間
も
な
い
本
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
名
も
知
ら
れ
て
い
な
い
哲
学
者

の
本
を
翻
訳
し
て
み
た
い
と
い
う
風
変
わ
り
な
希
望
…

が
編
集
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
翻
訳
・
出
版
に
至
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
が

文
庫
本
に
な
っ
た
。
こ
う
い
う
「
文
化
」
が
「
私
」
を
成
り
立
た
せ
る
「
環
境
」
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
「
奇
跡
」
と
呼
ん
で
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
が

本
書
に
出
会
っ
た
こ
と
ま
で
を
含
め
。

　

本
書
の
内
容
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
目
次
を
掲
げ
る
。
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三

　
要
約

　

「
表
現
」
の
側
か
ら
『
表
現
と
介
入
』
を
読
む
と
き
、
何
と
い
っ
て
も
興
味
深
い
の

は
第
１
部
と
第
２
部
の
間
に
「
小
休
止
」
と
し
て
置
か
れ
た
「
本
物
と
表
現
」
と
い
う

章
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
こ
の
章
が
本
書
の
な
か
で
最
初
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い

う
（「
謝
辞
」
の
末
尾
）。
そ
し
て
同
じ
く
著
者
の
「
内
容
目
次
」
に
は
、
そ
れ
は
「
人

類
学
的
空
想
物
語
」
で
あ
り
「
寓
話
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
通
常
の
科

学
哲
学
の
議
論
で
は
な
い
、
そ
こ
か
ら
は
み
だ
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ

か
ら
「
小
休
止
」。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
「
表
現
」
と
「
介
入
」
の
間
に
置
か
れ
、

「
表
現
」
に
つ
い
て
の
ま
と
め
で
あ
り
、「
介
入
」
の
序
論
で
あ
り
、
両
者
を
つ
な
ぐ

ハ
ブ
な
の
で
あ
る
。「
空
想
物
語
」
や
「
寓
話
」
で
な
け
れ
ば
語
り
え
な
い
も
の
を
、

こ
こ
で
著
者
は
語
っ
て
い
る
ら
し
い
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
実
は
本
稿
は
、
ほ
ぼ
「
小
休
止　

本
物
と
表
現
」
を
読
む
こ
と
に

限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
私
の
考
え
で
は
（
あ
る
い
は
私
に
と
っ
て
は
）
こ
の

本
全
体
を
読
む
こ
と
と
ほ
ぼ
等
価
な
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
章
だ
け
読
め
ば
い

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）。

　

さ
て
、「
小
休
止
」
に
お
い
て
著
者
は
ど
ん
な
「
寓
話
」
や
「
空
想
物
語
」
を
語
っ

て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
「
要
約
」
す
る
と
、「
人
間
存
在
は
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
一
文
に
な
る
。

「
人
間
は
○
○
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
寓
話
」
の
「
○
○
す
る
」
に
は
色
々
な

も
の
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。「
直
立
す
る
」
と
か
「
道
具
を
作
る
」
と
か

「
言
葉
を
話
す
」
と
か
、「
遊
ぶ
」
と
い
う
の
も
あ
っ
た
（
著
者
は
「
遊
ぶ
」
は
例
に

挙
げ
て
い
な
い
が
）。
こ
れ
ら
は
、
そ
も
そ
も
「
人
間
」
と
は
何
か
、「
人
間
」
を
他
の

動
物
あ
る
い
は
存
在
と
分
か
つ
根
拠
は
何
か
、
と
い
う
「
人
間
学
」
で
あ
り
「
人
類

学
」
の
議
論
で
あ
る
と
、
著
者
は
そ
の
由
来
を
カ
ン
ト
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
題
材
に

語
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
人
間
性
の
本
質
的
な
性
格
に
つ
い
て
の
諸
々
の
思
弁
」
を
著
者
は
「
寓

話
」「
人
類
学
的
空
想
物
語
」
と
呼
び
（「
実
証
」
は
不
可
能
だ
か
ら
）、
そ
れ
を
否
定

す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
も
そ
こ
に
積
極
的
に
加
わ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
う
い
う
議
論
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
門
外
漢
の
私
に
は
大
変
興
味
深
い
。

　

ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
は
「
訳
者
あ
と
が
き
」
の
他
に
「
解
説
」（
戸
田
山
和
久
）
が

あ
り
、「
本
書
の
内
容
は
た
っ
た
二
つ
の
文
章
に
要
約
で
き
」
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ

の
二
つ
と
は
、

（
１
）
あ
な
た
が
電
子
を
吹
き
か
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
在
す
る
（
六
四
頁
）

（
２
）
実
験
活
動
は
そ
れ
自
身
の
生
活
を
も
っ
て
い
る
（
二
九
五
頁
）

だ
と
い
う
。（
１
）
は
第
１
部
第
１
章
、（
２
）
は
第
２
部
最
初
の
第
９
章
に
あ
っ
て
、

後
者
は
も
ち
ろ
ん
「
実
験
」
と
い
う
「
介
入
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

（
１
）
の
「
電
子
を
吹
き
か
け
る
」
と
い
う
の
も
、「
実
験
」「
介
入
」
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
解
説
に
よ
る
と
、
本
書
は
、

　
　

…
実
験
と
い
う
活
動
を
中
心
に
据
え
て
、
科
学
哲
学
上
の
問
題
を
考
え
て
い
こ
う

と
い
う
新
し
い
流
れ
を
生
み
出
し
た
。

の
で
あ
り
、「
実
験
」「
介
入
」
の
議
論
が
画
期
的
だ
っ
た
ら
し
い
。
解
説
の
最
後
に
は
、

　
　

科
学
に
つ
い
て
の
研
究
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
の
引
き
金
を
ひ
い
た
と
い
う
点
で
も
、

や
っ
ぱ
り
『
表
現
と
介
入
』
は
ス
ゴ
イ
本
だ
よ
な
、
と
思
う
。

と
記
さ
れ
て
い
て
、
門
外
漢
な
が
ら
な
る
ほ
ど
と
思
う
し
、
こ
の
本
が
そ
の
分
野
（
科

学
哲
学
）
に
も
た
ら
し
た
議
論
の
豊
か
さ
も
、
何
と
な
く
想
像
で
き
る
気
が
す
る
。
実

際
、
門
外
漢
に
も
十
分
に
面
白
い
（
特
に
「
介
入
」
の
部
分
が
）。「
名
著
」
と
は
そ
う

い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
し
か
し
、
私
が
こ
の
本
を
手
に
取
っ
た
の
は
「
表
現
」
に
つ
い
て
何
か
を
得
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
、
そ
し
て
「Representing

」
に
ま
ず
は
「
発

見
」
が
あ
っ
た
。
私
の
興
味
は
ひ
き
つ
づ
き
「
介
入
」
で
は
な
く
て
「
表
現
」
の
方
に

あ
る
。
こ
の
本
は
「
表
現
」
を
考
え
る
立
場
か
ら
読
ん
で
も
、
十
分
に
「
ス
ゴ
イ
本
だ

よ
な
」
と
思
う
の
で
、
そ
の
こ
と
を
記
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う

立
場
か
ら
読
む
と
、
本
書
の
内
容
は
一
文
に
「
要
約
」
で
き
る
と
思
う
。
次
の
一
文
に
。

　
　

人
間
存
在
は
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
（
二
六
四
頁
）
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た
ど
り
、
像
を
彫
り
、
真
鍮
を
叩
き
の
ば
す
。
そ
れ
ら
は
人
間
存
在
の
特
徴
を
示

し
は
じ
め
て
い
る
各
種
の
表
現
で
あ
る
。

先
の
「
要
約
」
の
す
ぐ
後
に
続
く
部
分
で
あ
る
。
も
う
少
し
先
で
は
、

　
　

私
が
表
現
と
言
う
と
き
、
ま
ず
何
よ
り
も
物
理
的
対
象
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
―

小
立
像
、
彫
刻
、
絵
、
彫
版
、
そ
れ
自
体
を
調
べ
る
こ
と
、
注
視
す
る
こ
と
が
で

き
る
対
象
の
こ
と
を
。

と
も
述
べ
て
い
て
、
古
代
遺
跡
の
壁
画
と
か
彫
刻
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
表
現
」（
あ
る
い
は
「
描
写
」）
は
、
言
葉
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
。「
言
葉
」
よ
り
も
先
に
何
ら
か
の
「
表
現
」
を
人
間
は
行
い
、
そ

の
と
き
人
間
は
「
人
間
」
に
な
っ
た
、
と
い
う
「
寓
話
」「
空
想
」
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、「
人
は
似
た
も
の
を
作
る
」
と
い
う
の
が
、「
人
は
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
」
の

言
い
換
え
と
な
っ
て
い
る
。「
似
た
も
の
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
普
通
に
考
え
れ
ば
「
似

た
も
の
を
作
る
」
た
め
に
は
前
提
と
し
て
「
本
物
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
こ
に

か
と
言
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
外
部
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
知
覚
し
認
識
し
、
い

わ
ば
内
面
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
そ
れ
を
「
表
出
」
す
る
の
が
「
表
現
」
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
著
者
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
い
た
い
ら
し
い
。
ま
ず
「
何
か

似
た
も
の
を
作
る
」
の
が
人
間
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
知
覚
や
感
覚
は
そ
の

前
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
「
人
間
」
の
特
徴
で
は
な
い
。「
人
間
」
は
知
覚
や
感
覚

に
「
似
た
も
の
」
をRepresent

す
る
と
き
に
「
人
間
」
に
な
る
。
そ
の
「
似
た
も

の
」
か
ら
「
本
物
」
に
つ
い
て
の
認
識
や
知
識
が
、
そ
し
て
内
面
的
な
イ
メ
ー
ジ
・
心

象
が
形
成
さ
れ
る
。
著
者
は
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
想
像
し
て
い
る
ら
し
い
。
少
し
先

の
箇
所
か
ら
ま
た
「
寓
話
」
の
引
用
を
す
る
。

　
　

ホ
モ
・
デ
ピ
ク
ト
ル
が
粘
土
の
小
立
像
や
下
手
な
壁
絵
に
つ
い
て
、「
本
物
だ

（real

）」、
と
か
、「
そ
ん
な
様
子
だ
」
と
翻
訳
で
き
る
よ
う
な
音
声
を
使
い
は
じ

め
る
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
も
ら
い
た
い
。

そ
し
て
こ
の
「
寓
話
」
に
つ
い
て
の
解
説
も
引
用
し
よ
う
。

　
　

実
在
、
あ
る
い
は
世
界
は
、
な
ん
ら
か
の
表
現
、
も
し
く
は
人
間
の
言
語
が
存
在

す
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
異
議
が
で
て
く
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
実
在
と
し
て
概
念
化
す
る
の
は
二
次
的
な
の
で
あ
る
。

そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
先
の
通
り
、
一
つ
の
文
に
要
約
で
き
る
が
、
多
少
前
後
も
含
め
て

引
用
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

　
　

…
私
は
も
う
一
つ
の
空
想
を
提
案
す
る
。
人
間
存
在
は
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
（hom

o faber

工
作
す
る
人
）
で
は
な
く
、
ホ
モ
・
デ
ピ
ク

ト
ル
（hom

o depictor 

描
写
す
る
人
）
と
、
私
は
言
お
う
。
人
は
表
現
を
作
り

出
す
。

傍
点
は
原
著
（
訳
書
）
の
マ
マ
。「represent 

」
で
は
な
く
「depict

」
と
い
う
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
手
近
な
英
和
辞
典
に
よ
れ
ば
「depict

」
は
「represent 

よ

り
も
堅
い
語
で
、
詳
細
に
生
き
生
き
と
描
く
こ
と
を
強
調
」
と
あ
る
。
英
語
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
詳
細
は
私
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
本
の
な
か
で
は
著
者
は
両
者
を
ほ
ぼ
同

じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

　

こ
の
一
文
を
本
書
の
要
約
と
み
な
す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
私
の
、
あ
る
い
は
文
学
研

究
者
の
恣
意
的
な
読
み
方
で
は
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
書
は
「
理
論
と
実
験
」

を
論
じ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
あ
え
て
「
表
現
と
介
入
」
と
称
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と

に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
科
学
的
（
あ
る
い
は
哲
学
的
）「
理
論
」

を
あ
え
て
「
表
現
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
「
小
休
止
」
と
さ
れ
た
一
章
、
そ
し
て
「
人
間
存
在
は

表
現
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
は
詳
細
に
吟
味
す
る
価
値
が
あ
る
。

　
　
　
四
　
表
現

　

さ
て
、「
人
間
存
在
は
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
空
想
」「
寓
話
」
は
、

い
っ
た
い
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
何
を
導
き
出
そ
う
と
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
人
間
は
○
○
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
寓
話
」

は
、「
人
間
」
の
「
起
源
」
を
語
る
も
の
で
あ
る
。「
直
立
」
し
た
と
き
に
人
間
は
「
人

間
」
に
な
っ
た
。
あ
る
い
は
「
道
具
を
作
」
っ
た
と
き
に
、「
言
葉
を
話
し
」
た
と
き

に
、
…
…
。
人
間
が
「
表
現
」
し
た
と
き
に
「
人
間
」
に
な
っ
た
、
と
は
ど
う
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。
著
者
の
文
章
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　
　

人
は
似
た
も
の
を
作
る
。
絵
を
描
き
、
め
ん
ど
り
の
鳴
き
真
似
を
し
、
粘
土
で
か
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私
が
表
現
と
呼
ぶ
も
の
は
み
な
公
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
ロ
ッ
ク
の

観
念
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
が
作
り
出
し
た
最
初
の

表
現
の
い
く
つ
か
に
触
れ
る
こ
と
を
制
止
す
る
こ
と
は
博
物
館
の
監
視
員
に
し
か

で
き
な
い
。
…
…
す
べ
て
は
公
に
な
っ
て
い
る
。

博
物
館
の
監
視
員
云
々
は
著
者
独
特
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
（
ギ
ャ
グ
？
）
だ
が
、
と
も
か
く
、

「
表
現
」
は
個
人
の
内
面
的
な
も
の
、
観
念
・
思
念
・
心
象
で
は
な
く
、
多
く
の
人
の

目
に
触
れ
、
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
い
た
い
ら
し
い
。
そ
の
共
有
の
あ
り
方
に
お
い

て
、
人
類
の
先
祖
の
「
表
現
」
と
科
学
「
理
論
」
が
連
続
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

飛
躍
で
は
な
い
、
ら
し
い
。

　

著
者
は
言
葉
に
よ
る
表
現
が
す
べ
て
「
表
現
」
で
は
な
い
と
言
う
。

　
　

…
公
に
な
っ
て
い
る
言
語
的
な
事
象
は
表
現
に
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
私
が

考
え
て
い
る
の
は
単
純
な
平
叙
文
―
こ
れ
は
た
し
か
に
表
現
で
は
な
い
―
で
は
な

く
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
企
て
る
複
雑
な
思
弁
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
び
っ
く
り
で
あ
る
。「
単
純
な
平
叙
文
」
は
「
表
現
」
で
は
な
い
！
さ
ら

に
、

　
　

個
々
の
文
で
は
な
く
、
理
論
が
表
現
な
の
で
あ
る
。

　
　

一
般
に
は
単
一
の
文
が
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
。
表
現
は
言
語
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
言
語
的
表
現
は
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
用
い
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
、
素
朴
な
原
始
人
？
の
絵
画
や
彫
刻
を
「
表

現
」
と
す
る
こ
と
と
、「
言
語
」
は
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
用
い
て
あ
る
「
理
論
」
に
達
し

な
い
と
「
表
現
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
が
、
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
一
見
別
の

こ
と
、
あ
る
い
は
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
手
掛
か
り
は
先
に
見
た

通
り
「
公
」
で
あ
る
。「
単
純
な
平
叙
文
」
や
「
単
一
の
文
」
は
著
者
の
考
え
で
は
「
公
」

に
な
っ
て
い
な
い
ら
し
い
。
逆
に
言
え
ば
、「
理
論
」
と
は
研
究
者
た
ち
に
開
か
れ
て
お

り
検
証
す
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
「
公
」
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

「
人
間
」
と
は
「
公
」
で
あ
り
、
内
省
や
心
象
で
は
な
い
、
と
言
い
た
い
の
か
な
、
と

想
像
す
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
格
率
に
沿
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
と
も
あ

れ
、
著
者
の
「
寓
話
」
に
は
ま
だ
先
が
あ
る
。
も
う
少
し
つ
い
て
い
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
こ
の
人
間
的
な
事
象
、
表
現
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
次
い
で
表
現
を

本
物
〔
実
在
的
〕
か
、
も
し
く
は
に
せ
者
〔
非
実
在
的
〕
と
し
て
、
真
ま
た
は
偽

と
し
て
、
正
確
か
も
し
く
は
不
正
確
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
最
後
に

世
界
が
現
れ
る
。

ど
う
だ
ろ
う
。
わ
か
っ
た
よ
う
な
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
。

　

と
り
あ
え
ず
著
者
の
「
寓
話
」、「
人
間
存
在
は
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
」
は
、
何
か

物
理
的
・
具
体
的
な
「
似
た
も
の
」
を
作
る
人
の
営
み
に
「
人
間
」
の
起
源
を
見
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

　
　
　
五

　
理
論
ま
た
は
「
公
」

　

し
か
し
、
著
者
の
議
論
、
あ
る
い
は
寓
話
は
決
し
て
言
葉
や
言
語
を
置
き
去
り
に
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
引
用
し
た
「
私
が
表
現
と
言
う
と
き
、
ま
ず
な
に
よ
り

も
物
理
的
対
象
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
…
…
」
と
い
う
文
の
す
ぐ
後
で
、
こ
ん
な
風
に

言
っ
て
い
る
。

　
　

表
現
と
は
、
壁
に
描
か
れ
た
き
わ
め
て
単
純
な
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
れ
―
「
表
現
」
と

い
う
言
葉
を
私
は
拡
張
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
が
―　

電
磁
気
力
、
強
い
相
互
作

用
の
力
、
弱
い
相
互
作
用
の
力
、
あ
る
い
は
重
力
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
複
雑
な

理
論
で
あ
れ
、
外
に
あ
っ
て
公
に
な
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

本
書
の
テ
ー
マ
が
「
科
学
的
実
在
論
」
で
あ
り
、
科
学
に
お
け
る
「
実
在
」
と
は
何
か

で
あ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
の
「
寓
話
」
は
原
始
人
の
営
み

を
通
し
て
、
最
先
端
の
科
学
理
論
を
寓
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
古
代

遺
跡
の
壁
画
か
ら
、
一
気
に
最
新
の
科
学
理
論
へ
と
、
あ
ま
り
に
も
飛
躍
し
す
ぎ
で
は

な
い
の
か
。

　

素
朴
な
絵
画
や
彫
刻
と
「
理
論
」
を
つ
な
ぐ
も
の
は
著
者
の
言
葉
で
は
「
公
」
で
あ

る
。「
公
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
絵
画
や
彫
刻
が
「
公
」
で
あ
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
で
は
そ
れ
を
「
物
理
的
対
象
」

「
そ
れ
自
体
を
調
べ
る
こ
と
、
注
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
」
と
述
べ
て
い
た
。
別

の
と
こ
ろ
で
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
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そ
っ
ち
も
実
際
の
様
子
だ
」
と
い
う
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
と
し
よ
う
。
人
は
議
論

好
き
に
で
き
て
い
る
の
で
、
ほ
ど
な
く
他
の
音
声
が
、「
い
や
、
そ
れ
で
は
な
く
、

こ
っ
ち
の
こ
れ
が
本
物
だ
」
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
個
所
の
前
半
部
は
先
に
「
表
現
」
＝
物
理
的
な
対
象
物
と
い
う
こ
と
の
説
明
と
し

て
も
引
用
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
言
葉
」
の
始
ま
り
と
し
て
あ
ら
た
め
て
読
み
直
す
。

著
者
の
指
示
通
り
に
「
想
像
」
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
気
が
す
る
。
と
も
あ
れ
、

「
似
た
も
の
を
作
る
」
＝
「
表
現
」
の
次
に
「
本
物
」（
と
い
う
言
葉
・
概
念
）
が
生

じ
、「
ど
っ
ち
が
（
何
が
）
本
物
か
」
と
い
う
「
実
在
」
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
ら
し

い
。
こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
著
者
は
、

　
　

言
語
活
動
は
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
表
現
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
、「
こ
れ
本
物
」
か
ら

始
ま
る
。

と
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
本
物
」
は
、

　
　

…
入
り
組
ん
だ
、
す
な
わ
ち
典
型
的
に
人
間
的
な
思
考
を
、
つ
ま
り
こ
の
木
の
彫

り
物
は
そ
れ
が
表
現
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
あ
る
本
物
の
何
か
を
示
し
て
い

る
と
い
う
思
考
を
表
し
て
い
る
…

と
い
う
。「
木
の
彫
り
物
」
の
と
こ
ろ
に
「（
科
学
的
）
理
論
」
を
あ
て
は
め
れ
ば
い
い

の
だ
ろ
う
。
そ
の
方
が
は
る
か
に
わ
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、「
木
の
彫
り
物
」
と

「
理
論
」
は
交
換
可
能
な
の
か
？

　

と
も
あ
れ
、
こ
れ
が
「
人
間
存
在
は
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
著
者
の
「
寓

話
」
の
ほ
ぼ
全
容
で
あ
る
。
素
晴
ら
し
い
、
と
納
得
す
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
だ
ろ
う

し
、
著
者
も
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
著
者
が
言
い
た
い
の
は
、

「
実
在
」
は
少
な
く
と
も
「
始
ま
り
」
で
は
な
い
、「
人
間
」
の
営
み
の
な
か
か
ら
ど

こ
か
で
生
じ
て
き
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
「
寓
話
」
と
し
て
語
っ
て
い

る
。「
寓
話
」
と
し
て
語
る
の
は
、
そ
れ
が
「
寓
話
」
で
し
か
語
れ
な
い
こ
と
だ
か
ら

だ
ろ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ン
的
、
と
い
う
か
『
論
理
哲
学
論
考
』
的
に
言
え
ば
、

「
言
葉
で
語
り
え
な
い
も
の
」
で
あ
る
（
著
者
は
、
こ
の
「
表
現
」
論
に
お
い
て
、
言

語
が
世
界
に
対
応
す
る
と
い
う
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
「
真
理
の
像
理
論
」
に
つ
い
て

「
誤
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
）。

　
　
　
六

　
言
語
起
源
論

　

著
者
の
「
寓
話
」
は
、「
人
は
表
現
（
あ
る
い
は
描
写
）
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
、
言
葉
の
誕
生
、
い
わ
ば
言
語
起
源
論
へ
と
歩
を
進
め
て
い
る
。「
言

語
起
源
論
」
に
も
色
々
な
空
想
や
寓
話
が
あ
る
。
労
働
の
た
め
と
か
、
危
険
を
知
ら
せ

る
た
め
と
か
。
著
者
は
「
言
語
は
退
屈
か
ら
発
明
さ
れ
た
」
と
い
う
寓
話
を
採
用
す
る
。

　
　

…
長
い
夜
を
過
ご
す
の
に
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
冗
談
を
言
い
は
じ
め

た
の
で
あ
る
。
言
語
の
起
源
に
か
ん
す
る
こ
の
空
想
は
言
葉
を
人
間
的
な
あ
る
も

の
と
み
な
す
と
い
う
大
き
な
長
所
を
備
え
て
い
る
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
、
文
学
研
究
者
と
し
て
こ
の
空
想
に
加
担
し
た
い
と
思
う
。

無
文
字
社
会
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
川
田
順
造
『
口
頭
伝
承
論
』（
一
九
九

二　

河
出
書
房
新
社
）
に
は
、
人
々
が
集
ま
っ
て
笑
い
話
に
興
ず
る
場
が
報
告
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
は
文
学
の
起
源
的
な
あ
り
方
だ
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
言
葉
」

は
退
屈
し
の
ぎ
で
あ
り
、
娯
楽
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
言
葉
」
の
始
ま
り
が
「
文
学
」

の
始
ま
り
で
あ
る
と
う
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
言
葉
を
人
間
的

な
あ
る
も
の
と
み
な
す
と
い
う
大
き
な
長
所
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
決
し
て
ロ
マ
ン

主
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
科
学
的
な
議
論
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
生
き
る
た
め
に
必

要
、
あ
る
い
は
有
利
だ
か
ら
」
言
葉
が
生
ま
れ
た
と
い
う
仮
説
は
、「
人
間
」
以
外
の

全
て
の
生
き
物
に
あ
て
は
ま
る
は
ず
で
、「
人
間
」
だ
け
が
言
葉
を
持
つ
こ
と
を
説
明

で
き
な
い
か
ら
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
寓
話
は
と
り
あ
え
ず
私
に
は
腑
に
落
ち
る
の
だ
が
、
次
の
ス

テ
ッ
プ
は
難
解
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ど
ん
な
言
語
起
源
論
も
、
具
体
的
に
言
葉
が
発
生

す
る
場
面
を
想
像
し
よ
う
と
す
る
と
必
ず
困
難
に
直
面
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
著
者
は

「
人
間
」
を
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
で
は
な
く
、
ホ
モ
・
デ
ピ
ク
ト
ル
と
し
て
定
義
し
て

い
る
の
で
、
そ
れ
が
困
難
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
　

ホ
モ
・
デ
ピ
ク
ト
ル
が
粘
土
の
小
立
像
や
下
手
な
壁
絵
に
つ
い
て
、「
本
物
だ

(real)

」、
と
か
、「
そ
ん
な
様
子
だ
」
と
翻
訳
で
き
る
よ
う
な
音
声
を
使
い
は
じ
め

る
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
も
ら
い
た
い
。
会
話
が
「
こ
れ
本
物
、
な
ら
ば
そ
れ
も
本

物
」、
あ
る
い
は
も
っ
と
慣
用
的
な
語
法
で
言
え
ば
、「
こ
れ
が
実
際
の
様
子
な
ら
、
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こ
こ
で
著
者
は
、
本
書
全
体
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
科
学
的
実
在
論
」
に
つ
い
て
、
そ
れ

は
科
学
理
論
と
い
う
「
表
現
」
か
ら
生
じ
た
問
題
で
あ
り
、「
表
現
の
属
性
」
だ
と
、

ひ
と
つ
の
結
論
に
辿
り
着
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
哲
学
的
思
弁
は
ま
だ
終
わ
ら
な
い
。
あ
ら
た
め
て
こ
う
し
た
「
実
在
」
論
の

歴
史
を
語
っ
て
い
る
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
原
子
論
か
ら
、
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
化
学
革
命
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヘ
ル
ツ
の
『
力
学
原
理
』、
ピ
ー
ル
・
デ
ュ
エ
ム
、
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
、

カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
、
エ
ト
セ
ト
ラ
エ
ト
セ
ト
ラ
。
門
外
漢
に
は
半
分
も
理
解
で
き
な
い
。

こ
の
あ
た
り
、
そ
し
て
最
後
の
十
ペ
ー
ジ
ほ
ど
は
自
分
で
読
ん
で
く
れ
、
と
し
か
私
に

は
言
い
よ
う
が
な
い
。
引
用
し
た
い
魅
力
的
な
フ
レ
ー
ズ
は
こ
こ
に
も
い
く
つ
も
あ
る

が
、
そ
れ
を
引
用
す
る
資
格
が
私
に
は
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
そ
の
フ
レ
ー
ズ
（
言

説
）
が
「
似
た
も
の
」
で
あ
る
と
は
言
え
る
が
、
何
に
「
似
て
い
る
」
の
か
、
言
う
こ

と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
、「
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
原
子
論
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
少
し
私
な
り
の

解
釈
（
理
解
の
道
筋
）
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
著
者
は
そ
れ
を
「
デ
モ
ク
リ
ト
ス
的
夢

想
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
哲
学
」
的
思
考
の
初
期
に
お
い
て
、
そ
れ
は
他
の
「
物
質
の

本
質
」「
世
界
の
本
質
」
を
説
く
学
説
（
四
大
と
か
陰
陽
五
行
と
か
）
と
比
較
し
て
、

何
ら
実
証
の
手
立
て
を
持
た
な
い
点
で
は
同
レ
ベ
ル
で
あ
り
、「
原
子
論
」
だ
け
が

「
科
学
的
」
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
原
子
」
論
は
結
果
的
に
「
科
学
」

の
始
ま
り
と
な
っ
た
（
よ
う
に
見
え
る
）。
そ
し
て
、「
原
子
」
が
物
質
や
世
界
の
実

質
・
本
質
、
つ
ま
り
「
本
当
の
姿
」
だ
と
い
う
「
表
現
」
は
、
普
通
に
目
に
見
え
て
い

る
も
の
は
本
当
で
は
な
い
、
仮
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
を
同
時
に
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ

は
「
哲
学
」
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
や
カ
ン
ト

の
「
物
自
体
」
の
始
原
で
あ
る
。
さ
ら
に
私
に
と
っ
て
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
の
は
、

「
原
子
」
こ
そ
が
「
本
当
」
で
あ
る
と
い
う
「
表
現
」
か
ら
、
私
た
ち
が
普
通
に
見
て

い
る
も
の
（
世
界
）
は
「
現
わ
れ
（appearance

）」
だ
、
と
い
う
説
明
が
生
じ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
再
び
著
者
の
言
葉
に
戻
る
と
、

　
　

…
実
在
と
は
異
な
っ
て
、「
現
わ
れ
（appearance

）」
は
徹
頭
徹
尾
、
哲
学
的
な

概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
現
と
実
在
と
い
う
最
初
の
二
つ
の
層
の
頂
上
に
居
を
定

め
る
。
多
く
の
哲
学
は
こ
の
三
つ
組
の
順
序
づ
け
を
誤
る
。
ロ
ッ
ク
は
わ
れ
わ
れ

　
　
　
七

　
哲
学
的
思
弁

　

「
小
休
止
」
で
あ
り
「
空
想
物
語
」
だ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
著
者
は
哲
学
的
思
弁

に
深
入
り
し
て
い
く
。「
表
現
」
に
は
常
に
「
様
式
」
が
伴
う
の
で
は
な
い
か
、
と
か
、

「
似
て
い
る
」
と
は
具
体
的
な
要
素
に
お
い
て
似
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
単
に
「
似

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
か
。
そ
う
い
う
「
哲
学

的
」
な
疑
問
を
呈
し
た
う
え
で
、
な
お
「
無
条
件
に
似
て
い
る
こ
と
が
あ
り
得
る
」
と

語
る
。
様
々
な
絵
や
彫
刻
や
細
工
等
に
つ
い
て
、

　
　

私
は
そ
れ
が
何
に
似
せ
た
の
か
を
、
ま
た
そ
の
目
的
を
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
表
現
の
シ
ス
テ
ム
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
そ
れ

で
も
私
は
そ
れ
が
表
現
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

と
述
べ
、

　
　

わ
れ
わ
れ
は
、
何
に
似
せ
た
も
の
で
あ
る
の
か
答
え
ら
れ
な
い
と
き
で
さ
え
、
似

せ
た
も
の
と
表
現
を
認
め
る
。

と
言
い
切
っ
て
い
る
。
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
そ
ん
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
た
と
え
ば

古
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
土
偶
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
確
か
に
そ
れ
は
、
何
を
表
現

し
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
何
か
を
表
現
し
て
い
る
、
何
か
に
「
似
せ
て
い

る
」
の
だ
と
い
う
確
信
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
著
者
の
哲
学
的
思
弁

の
な
か
か
ら
引
用
す
る
と
、

　
　

表
現
を
つ
く
る
さ
い
に
生
ま
れ
出
る
類
似
性
の
な
ま
の
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
観
念

が
あ
り
、
そ
れ
が
人
々
の
材
料
の
加
工
が
よ
り
巧
妙
に
な
る
に
つ
れ
て
、
何
が
何

に
似
て
い
る
か
に
注
目
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
方
法
を
生
み
出
す
と
考
え
て
も

ば
か
げ
て
は
い
な
い
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
個
別
の
「
類
似
性
」
も
、
表
現
の
様
式
も
、
す
べ
て
は
「
表

現
」
の
後
に
来
る
。
そ
し
て
、
表
現
の
様
式
が
発
展
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
様
式
を

持
つ
こ
と
で
、
何
が
「
実
在
」
な
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。

　
　

新
し
い
理
論
は
新
し
い
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
異
な
っ
た
や
り
方
で
表
現
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
新
し
い
種
類
の
実
在
が
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
実
在
を
表
現
の
属

性
と
す
る
私
の
説
明
の
単
純
な
帰
結
で
あ
る
。
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似
」
を
し
て
、
皆
で
笑
い
転
げ
る
。「
そ
っ
く
り
だ
」。
こ
う
い
う
寓
話
的
想
像
は
自
然

な
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
し
か
も
先
述
し
た
よ
う
に
『
口
頭
伝
承
論
』
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
は
そ
れ
を
あ
る
程
度
「
実
証
」
し
て
い
る
。
人
々
が
集
ま
っ
て
、
語
り
手
の
定

型
的
な
話
に
興
じ
る
場
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

著
者
が
こ
う
し
た
自
然
な
想
像
を
せ
ず
に
、

　
　

私
が
表
現
と
言
う
と
き
、
ま
ず
何
よ
り
も
物
理
的
対
象
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
―

小
立
像
、
彫
刻
、
絵
、
彫
版
、
そ
れ
自
体
を
調
べ
る
こ
と
、
注
視
す
る
こ
と
が
で

き
る
対
象
の
こ
と
を
。

と
い
う
限
定
を
し
た
の
は
、
先
に
見
た
通
り
そ
れ
が
「
理
論
」
の
寓
話
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

モ
ノ
真
似
は
そ
の
場
で
消
え
て
し
ま
い
、「
そ
れ
自
体
を
調
べ
る
こ
と
、
注
視
す
る
こ

と
が
で
き
る
対
象
」
で
は
な
い
。「
公
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
「
め
ん

ど
り
の
鳴
き
真
似
」
は
「
表
現
」
で
は
な
い
。

　

「
寓
話
」
だ
か
ら
、
そ
の
正
否
は
問
題
で
は
な
い
。
私
が
考
え
る
の
は
「
文
学
」
は

「
公
」
な
の
か
、
そ
し
て
「
理
論
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

イ
エ
ス
。「
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、「
公
」
に
開
か
れ
た
も
の
で
、「
私
」
の
も
の

で
は
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
迷
う
。「
理
論
（
と
い
う
表
現
）」
が
、「
実
在
」
や

「
世
界
」
を
生
み
出
す
と
す
れ
ば
、「
文
学
（
個
々
の
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
、
テ
キ
ス

ト
）」
も
ま
た
広
義
の
「
理
論
」
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ

れ
は
つ
ま
り
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
の
言
う
「
科
学
を
文
学
の
一
分
野
と
み
な

す
」（『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
帰
結
』
原
著
一
九
八
二　

ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
こ
と
と

つ
な
が
る
よ
う
に
も
思
う
。

　

た
だ
、
そ
の
と
き
「
公
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
が
浮
上
す
る
。
科
学
理
論
に
お

け
る
「
公
」
と
は
、
研
究
者
共
同
体
で
あ
り
、
そ
こ
で
共
有
さ
れ
検
証
さ
れ
一
定
の
合

意
に
至
る
こ
と
で
「
実
在
」
や
「
世
界
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
パ
ー
ス
の
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
以
後
、
あ
る
い
は
ク
ー
ン
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
以
後
の
基
本
的
な
理
解

だ
と
思
う
。「
文
学
」
の
「
公
」
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。「
文
学
」
は
研
究
者
と
い
っ
た

特
定
の
資
格
を
必
要
と
し
な
い
（
可
能
性
と
し
て
）
広
範
な
読
者
の
共
同
体
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
。
母
語
で
な
い
「
文
学
」
を
共
有
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
言

葉
」
す
ら
超
え
る
。
必
然
的
に
そ
こ
で
行
わ
れ
る
の
は
検
証
や
合
意
と
は
異
な
る
何
か

は
現
わ
れ
を
所
有
し
、
次
い
で
精
神
的
表
現
を
形
成
し
、
そ
し
て
最
後
に
実
在
を

探
求
す
る
、
と
考
え
た
。
そ
う
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
公
に
な
っ
て
い
る
表
現

を
作
り
、
実
在
の
概
念
を
形
成
し
、
そ
し
て
表
現
の
シ
ス
テ
ム
が
増
え
る
に
つ
れ
、

懐
疑
的
に
な
り
、
た
ん
な
る
現
わ
れ
と
い
う
概
念
を
形
成
す
る
。

こ
の
部
分
が
私
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
稿
の
最
初
に
引
用
し
た
私
自
身
の
文
章

に
お
い
て
、
言
葉
に
よ
る
表
現
の
「
前
」
に
、「
ク
オ
リ
ア
」
が
あ
る
の
か
、「
イ
デ
ア
」

が
あ
る
の
か
、
と
訝
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、

そ
れ
以
外
に
あ
り
得
な
い
と
自
分
な
り
に
考
え
た
の
だ
が
、
見
て
来
た
と
お
り
、「
イ

デ
ア
」
と
い
う
「
世
界
の
本
質
」
も
、「
ク
オ
リ
ア
」
と
い
う
「
現
わ
れ
」
も
、「
表
現
」

の
後
に
来
る
と
、
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
八

　
文
学

　

『
表
現
と
介
入
』
を
読
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
る
。「
文
学
」
と
は
何
か
、

「
表
現
」
と
は
何
か
、「
言
葉
」
と
は
何
か
。
そ
し
て
「
似
た
も
の
」
と
は
何
か
。
と

り
あ
え
ず
「
似
た
も
の
」
あ
る
い
は
「
似
せ
た
も
の
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
も
う

一
度
『
表
現
と
介
入
』
の
本
文
を
掲
げ
る
。

　
　

人
は
似
た
も
の
を
作
る
。
絵
を
描
き
、
め
ん
ど
り
の
鳴
き
真
似
を
し
、
粘
土
で
か

た
ど
り
、
像
を
彫
り
、
真
鍮
を
叩
き
の
ば
す
。

　

先
に
見
た
通
り
「
表
現
」
と
は
「
公
」
に
さ
れ
た
も
の
、
広
く
公
開
さ
れ
た
も
の
だ

と
さ
れ
、
原
初
的
な
「
表
現
」
と
し
て
は
、
絵
画
や
彫
刻
と
い
っ
た
形
と
し
て
残
る
も

の
が
主
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
唯
一
異
質
な
の
が
「
め
ん
ど
り
の
鳴
き

真
似
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
表
現
」
は
視
覚
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
持
ち
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
鳴
き
真
似
」

が
「
表
現
」
で
あ
る
の
な
ら
、
身
体
表
現
と
し
て
の
「
モ
ノ
真
似
」
が
、
絵
画
や
彫
刻

よ
り
も
は
る
か
に
原
初
的
な
「
表
現
」
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
モ
ノ
真
似
」
は
少
な

く
と
も
「
芸
能
」
の
始
ま
り
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
通
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
表
現
」

か
ら
「
こ
れ
本
物
」
と
い
う
会
話
が
生
ま
れ
、「
言
葉
」
が
生
ま
れ
た
と
い
う
言
語
起

源
論
へ
も
自
然
に
接
続
す
る
。
人
々
が
退
屈
し
の
ぎ
に
集
ま
り
、
誰
か
が
「
モ
ノ
真
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す
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
何
に
「
介
入
」
す
る
の
か
。
著
者
は
「
あ
な
た
が
電
子
を

吹
き
か
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
在
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
そ
し
て
そ
れ
が
本
書
の

「
要
約
」
と
な
る
）。
つ
ま
り
「
介
入
（
電
子
を
吹
き
か
け
る
）」
で
き
れ
ば
そ
こ
に

「
実
在
」
は
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。「
表
現
」
が
「
実
在
」
に
先
行
し
て
い
た

よ
う
に
、「
介
入
」
も
「
実
在
」
を
前
提
と
は
し
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
そ
こ
に
「
理
論
」

的
に
「
表
現
」
さ
れ
た
「
実
在
」
が
な
く
て
も
、「
世
界
」
が
な
く
て
も
、「
介
入
」
は

人
の
営
み
、
生
活
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
感
じ
。
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
が
。

　

「
文
学
」
つ
ま
り
「
解
釈
」
も
ま
た
、
必
ず
し
も
「
表
現
」
で
は
な
く
、「
介
入
」

な
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
み
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
「
夢
想
」
の
域
を
出

な
い
。
次
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
十

　
余
説
、
ま
た
は
、
本
説

　

具
体
的
な
「
文
学
」
か
ら
は
遠
く
、
そ
の
意
味
で
迂
遠
な
こ
と
ば
か
り
述
べ
て
き
て

し
ま
っ
た
が
、
私
は
あ
く
ま
で
も
自
分
を
「
文
学
研
究
者
」
だ
と
意
識
し
て
お
り
、
常

に
「
文
学
研
究
」
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
四
六
時
中
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
こ
う
し
た
思
索
に
お
い
て
）。
最
後
に
そ
の
一
端
を
示
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

　

「
表
現
」
は
「
似
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
寓
話
は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
示
唆
的
で

あ
る
。
た
と
え
ば
物
語
・
小
説
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
主
人
公
」
を
考
え
る
際
に
有
効
な

視
座
の
よ
う
に
思
う
。「
主
人
公
」
は
し
ば
し
ば
「
モ
デ
ル
」
と
の
関
係
で
把
握
さ
れ

る
。
そ
の
際
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
「
モ
デ
ル
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
と

「
主
人
公
」
が
ど
う
似
て
い
る
の
か
を
論
じ
が
ち
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
い
ろ
い
ろ
な

「
モ
デ
ル
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
「
主
人
公
」
が
創
ら
れ
た
、
と
。
そ

う
で
は
な
い
、
と
考
え
て
み
る
。「
表
現
」
と
し
て
の
「
主
人
公
」
が
あ
っ
て
、「
モ
デ

ル
」
は
そ
の
後
で
生
じ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
以
前
、
西
鶴
の
『
椀
久

一
世
の
物
語
』
と
い
う
作
品
を
論
じ
、
そ
れ
が
「
椀
久
」
と
い
う
「
実
在
」
人
物
を

「
モ
デ
ル
」
と
す
る
と
い
う
通
説
を
批
判
し
否
定
し
た
（「『
椀
久
一
世
の
物
語
』
頌
―

「
モ
デ
ル
小
説
」
論
を
超
え
て
」
前
掲
拙
著
所
収
）。
そ
の
際
に
私
は
さ
ま
ざ
ま
な

「
実
証
」
的
な
手
続
き
を
踏
ん
だ
（「
モ
デ
ル
」
の
没
年
を
検
討
し
た
り
）
の
だ
が
、

で
あ
り
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
「
解
釈
」
で
あ
る
。
そ
こ
で

反
転
し
て
問
う
こ
と
に
な
る
。「
理
論
」
は
「
解
釈
」
さ
れ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
と

り
あ
え
ず
は
イ
エ
ス
で
あ
る
。
野
家
啓
一
『
科
学
の
解
釈
学
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）

と
い
う
名
著
が
す
で
に
あ
る
（『
表
現
と
介
入
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
）。

た
だ
そ
れ
が
「
文
学
」
の
場
合
と
同
じ
「
解
釈
」
な
の
か
ど
う
か
。　

　
　
　
九

　
介
入

　

新
た
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
科
学
理
論
は
検
証
さ
れ
合
意
へ
の

道
を
歩
も
う
と
す
る
が
、「
文
学
」
は
そ
れ
が
「
理
論
（
世
界
を
表
す
も
の
）」
だ
と
し

て
も
、
検
証
や
合
意
で
は
な
く
「
解
釈
」
へ
向
か
い
、
そ
の
連
鎖
を
歩
む
。
だ
か
ら

「
文
学
」
は
「
科
学
」
で
は
な
い
、
と
は
私
は
思
わ
な
い
。
私
は
「
文
学
」
は
「
科

学
」
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
言
う
「
探
究
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、「
探
究
」
の
手
続
き
が
自
然
科
学
と
は
異
な
る
の
だ
と
思

う
。
そ
し
て
手
続
き
と
は
、
要
す
る
に
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
で
、
自
然
科
学
の
「
言
語

ゲ
ー
ム
」
が
あ
る
よ
う
に
「
文
学
」
に
も
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
が
あ
る
。「
言
語
ゲ
ー
ム
」

と
は
、
実
践
で
あ
り
生
活
で
あ
る
。

　

『
表
現
と
介
入
』
の
半
分
は
「
介
入
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
小
休
止
」
の
後

に
、
門
外
漢
に
も
興
味
深
い
「
介
入
」
の
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
庫
版
解
説
に
よ
れ

ば
、「
実
験
活
動
は
そ
れ
自
身
の
生
活
を
も
っ
て
い
る
」
の
一
文
に
要
約
で
き
、「
…
実

験
と
い
う
活
動
を
中
心
に
据
え
て
、
科
学
哲
学
上
の
問
題
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
新

し
い
流
れ
を
生
み
出
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
科
学
哲
学
の
専
門
家
で
は
な

い
私
に
と
っ
て
も
、
思
考
の
「
新
し
い
流
れ
を
生
み
出
し
た
」。
私
な
り
に
「
介
入
」

に
つ
い
て
本
書
か
ら
示
唆
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

簡
単
に
言
え
ば
、
著
者
は
「
実
験
」
は
「
理
論
」
を
検
証
す
る
た
め
（
だ
け
）
に
行

わ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
縷
々
述
べ
て
い
る
。「
理
論
」
は
「
表
現
」
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
「
実
在
」
や
「
世
界
」
や
「
現
れ
」
が
生
み
出
さ
れ
る
が
、「
実
験
」

は
そ
の
検
証
や
追
認
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
独
立
、
自
立
し
た
行
動
・
活
動
で
あ
る
。

そ
う
し
た
実
験
活
動
を
「
介
入
」
と
著
者
は
呼
ぶ
わ
け
だ
が
、「
理
論
」
に
「
介
入
」
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い
ま
考
え
る
と
そ
れ
は
原
理
的
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
の
方
が
本
質
的
な

議
論
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
（
や
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
が
）。

　

な
お
、
い
わ
ゆ
る
近
代
に
お
い
て
は
「
主
人
公
」
の
「
モ
デ
ル
」
は
「
作
者
」
と
理

解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
「
モ
デ
ル
」
論
を
否
定
す
る
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ

る
「
作
者
の
死
」
と
は
異
な
る
議
論
で
あ
る
。「
作
者
」
は
死
ん
で
は
い
な
い
。
た
だ

「
表
現
」
の
後
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
不
要
の
も
の
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
風
景
描
写
的
な
「
文
学
」
的
叙
述
に
つ
い
て
、「
風
景
」
が
先
に

あ
る
の
で
は
な
く
「
表
現
」
が
「
風
景
」
を
生
み
出
す
と
考
え
て
み
る
。
あ
る
い
は

「
記
憶
」
や
「
意
識
の
流
れ
」
を
「
表
現
」
し
た
「
文
学
」（
私
の
頭
に
あ
る
の
は
た

と
え
ば
プ
ル
ー
ス
ト
な
の
だ
が
）
に
つ
い
て
、「
表
現
」
が
「
記
憶
」
や
「
意
識
」
を

生
み
出
す
と
考
え
て
み
る
。
そ
れ
で
ど
う
な
る
の
か
、
こ
れ
も
や
っ
て
み
な
い
と
、
あ

る
い
は
ど
う
や
れ
ば
い
い
の
か
も
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、「
文
学
研
究
」
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
を
か
な
り
根
底
的
に
考
え
る
契
機
に
は
な
る
よ
う
に
思
う
。
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Reading “Representing and Intervening” by Ian Hacking

Seishi KAZAMA

　　　　　This essay will examine Ian Hacking's “Representing and　Intervening; Introductory 
Topics in the Philosophy of Natural Science” (Chikuma Gakugei Bunko, 2015, original work, 
1983), a masterpiece of philosophy of science, from the standpoint of literary studies. In the 
book, there is an “allegory” that "human existence is homo depictor”, and I will consider the 
meaning of this “allegory” according to the narrative in the book. Although it is a presentation 
of a thought process and has no conclusion, it may touch on a fundamental issue of literary 
studies.

Key Words：representation, Ian Hacking, “Representing and  intervening”
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