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日常的世界の形而上学

０　
序

わ
れ
わ
れ
の
日
々
の
生
活
の
中
で
最
初
に
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
な
世
界
、
こ
れ
を
「
日
常
的
世
界
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
日
常
的
世
界

は
、
た
ん
に
ふ
だ
ん
の
語
り
や
思
考
の
対
象
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
ち
で
様
々
な
行
為
が
営
ま
れ
る
場
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し

た
世
界
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
諸
事
物
と
相
互
に
作
用
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
変
化
を
も
た

ら
す
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
側
が
変
化
を
も
た
ら
す
場
で
も
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
現
象
学
の
伝
統
は
、
い
ち
早
く
日
常
的
世
界
の
構
造
に
関
心
を
向
け
、
そ
の
哲
学
的
分
析
に
着
手
し
た
。
初
期
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
「
世
界
内
存
在
」、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
「
生
活
世
界
」、
お
よ
び
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
「
生
き
ら
れ
た
世
界
」
の

分
析
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
典
型
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
分
析
哲
学
の
伝
統
は
、
日
常
言
語
学
派
と
い
っ
た
例
外
を
除
け
ば
、
わ

れ
わ
れ
の
言
う
「
日
常
的
世
界
」
に
か
な
り
冷
淡
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
セ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
「
科
学
的
世
界
像
」（scientific im

age of the 

日
常
的
世
界
の
形
而
上
学

―
人
工
物
種
に
関
す
る
適
切
な
理
論
の
構
築
に
向
け
て
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w
orld

）
と
「
日
常
的
世
界
像
」（the m

anifest im
age of the w

orld

）
と
の
対
比
を
用
い
れ
ば
、
今
日
で
も
大
多
数
の
分
析
哲
学
者
た
ち
は
前
者

の
科
学
的
世
界
像
こ
そ
が
哲
学
的
分
析
の
対
象
だ
と
考
え
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
近
年
の
「
自
然
主
義
」
の
流
行
は
こ
う
し
た
傾
向
に
さ
ら
に
拍

車
を
掛
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

む
ろ
ん
こ
の
傾
向
は
分
析
哲
学
の
「
一
部
門
」
で
あ
る
分
析
形
而
上
学

4

4

4

4

4

4

（analytic m
etaphysics

）
の
分
野
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
が
、
現
代
普
遍
論
争
の
端
緒
と
目
さ
れ
る
著
作
に
「
普
遍
者
と
科
学
的
実
在
論
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
与
え
た
こ

と
や
、
ロ
ウ
が
現
代
形
而
上
学
の
到
達
点
の
一
つ
で
あ
る
『
４
カ
テ
ゴ
リ
ー
存
在
論
』
に
「
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
基
礎
」
と
い
う
副
題
を
添

え
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）

1
（

。

著
者
の
目
下
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
傾
向
に
抗
し
な
が
ら
も
、
現
象
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
分
析
形
而
上
学
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
日
常
的

世
界
の
構
造
を
十
全
に
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る）

2
（

。
本
稿
は
こ
の
大
き
な
課
題
へ
の
取
り
組
み
の
一
つ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
い
。
本
稿
を
動
機
づ

け
る
問
い
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
表
明
さ
れ
る
。
日
常
的
世
界
の
中
で
も
っ
と
も
頻
繁
に
出
会
わ
れ
る
対
象
、
す
な
わ
ち
人
工
物

4

4

4

（artifacts

）

の
実
在
性
は
ど
の
よ
う
に
擁
護
さ
れ
う
る
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
い
か
な
る
本
性
を
も
つ
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
個
々
の
人

工
物
が
属
す
る
人
工
物
種

4

4

4

4

（artifact kinds

）
に
つ
い
て
の
適
切
な
理
論
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
そ
う
し
た
理
論
構
築
へ

の
一
つ
の
足
掛
か
り
を
つ
か
む
こ
と
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
第
１
節
で
、
な
ぜ
多
く
の
哲
学
者
た
ち
が
人
工
物
種
の
実
在
性
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
態
度
を
示
し
て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ

こ
で
は
「
確
定
性
」
と
「
心
か
ら
の
独
立
性
」
を
種
の
実
在
性
の
基
準
と
見
な
す
自
然
種
の
標
準
的
理
論
お
よ
び
そ
の
理
論
に
基
礎
を
与
え
た
と

さ
れ
る
ロ
ッ
ク
の
見
解
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
第
２
節
で
は
、
生
物
種
を
標
準
的
理
論
の
適
用
範
囲
の
外
に
お
く
現
代
の
生
物
学
者
た
ち
の
見

解
（「
個
体
説
」）
を
考
察
す
る
。
第
３
節
で
は
、
個
体
説
と
同
様
の
問
題
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
生
物
種
を
モ
デ
ル
と
し
て
自
然
種
の
理
論
を

再
構
築
し
よ
う
と
す
る
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
が
議
論
の
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
。
第
４
節
で
は
、
人
工
物
種
理
論
へ
の
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
適
用
を
目
指
す
二
つ
の
立

場
、
す
な
わ
ち
「
起
源
論
的
機
能
説
」
と
「
認
識
実
践
説
」
を
検
討
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
が
と
も
に
自
然
種
と
人
工
物
種
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を
統
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
自
然
種
に
関
す
る
根
本
的
な
見
解
の
相
違
を
含
む
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
第
５
節
に
お
い
て
、
わ
れ

わ
れ
は
、
第
４
節
で
論
じ
た
二
つ
の
立
場
が
い
く
つ
か
の
困
難
を
抱
え
て
お
り
、
ゆ
え
に
「
人
工
物
種
に
関
す
る
適
切
な
理
論
」
た
り
え
て
い
な

い
こ
と
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
。
最
後
の
第
６
節
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
支
持
す
る
「
志
向
説
」
を
導
入
し
、
起
源
論
的
機
能
説
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
理
論
の
可
能
性
を
模
索
す
る
。

１　
人
工
物
種
の
実
在
性
へ
の
懐
疑

ご
く
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
人
工
物
種
を
論
じ
る
際
に
、
自
然
種

4

4

4

（natural kinds

）
に
つ
い
て
の
理
論
を
参
照
す
る
こ
と
は
避
け
が
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
種
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
の
歴
史
は
、
人
工
物
種
に
関
す
る
そ
れ
よ
り
も
古
く
、
す
で
に
相
当
の
理
論
的
蓄
積
を
有
す

る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
人
工
物
種
に
つ
い
て
の
探
求
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
現
時
点
で
有
力
な
理
論
を
手
に
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
厄
介
な
問
題
が
生
じ
る
。
標
準
的
な
自
然
種
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、「
人
工
物
種
は
実
在
的
な
種
で
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
い

4

4

」
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
の
結
論
が
正
し
い
と
す
る
と
、
日
常
的
世
界
で
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
椅
子
や
時
計

や
パ
ス
ポ
ー
ト
と
い
っ
た
人
工
物
は
存
在
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
に
な
る）

3
（

。
以
下
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。

標
準
的
な
自
然
種
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
種
が
実
在
的
で
あ
る
こ
と
の
基
準
は
、
そ
の
確
定
性

4

4

4

（determ
inateness

）
と
心
か
ら
の
独
立
性

4

4

4

4

4

4

4

（m
ind-

independence

）
に
求
め
ら
れ
る
。
前
者
の
基
準
は
、
あ
る
対
象
が
特
定
の
種
に
属
す
る
か
否
か
が
、
そ
の
内
在
的
特
徴
に
よ
っ
て
完
全
に
確
定
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る4

こ
と
を
指
す
。
た
と
え
ば
金
と
い
う
種
は
こ
の
基
準
を
満
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
る
金
属
の
サ
ン
プ
ル
が
金
と
い
う
種
に
属
す
る

か
否
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
が
も
つ
原
子
構
造
に
よ
っ
て
決
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
水
と
い
う
種
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
実
際
に
、
あ
る
液
体
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の
サ
ン
プ
ル
が
水
と
い
う
種
に
属
す
る
か
否
か
は
、
そ
れ
が
も
つ
分
子
構
造
に
よ
っ
て
確
定
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
「
自
然
種
」
と
呼
ぶ
種
は
、
確

定
性
の
基
準
を
満
た
す
が
ゆ
え
に
実
在
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

後
者
の
基
準
は
、
あ
る
対
象
が
特
定
の
種
に
属
す
る
か
否
か
が
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
や
言
語
か
ら
独
立
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の

認
識
実
践
や
言
語
実
践
に
依
存
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
指
す
。
い
ま
例
に
挙
げ
た
自
然
種
は
こ
の
基
準
を
満
た
す
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
金
属
の
サ

ン
プ
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
ど
う
考
え
よ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
名
前
で
呼
ぼ
う
が
、
そ
れ
ら
と
は
無
関
係
に
、
あ
る
特
定
の
種
に
属
す
る
か

ら
で
あ
る
。
あ
る
液
体
の
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
多
く
の
人
工
物
種
は
こ
れ
ら
二
つ
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
木
片
の
寄
せ
集
め
が
「
椅
子
」
と
い
う
種
に
属
す

る
か
否
か
は
、
そ
の
内
在
的
特
徴
に
よ
っ
て
確
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
あ
る
金
属
の
寄
せ
集
め
が
「
時
計
」
と
い
う
種
に
属
す
る
か
否
か

も
、
そ
の
内
在
的
特
徴
に
よ
っ
て
確
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
椅
子
は
、
金
属
か
ら
成
っ
て
い
て
も
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
か
ら
成
っ
て
い
て
も
構

わ
ず
、
サ
イ
ズ
や
形
状
に
関
し
て
も
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
椅
子
を
椅
子
た
ら
し
め
て
い
る
内
在
的
性
質
が
存
在
す

る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
同
様
に
、
時
計
を
時
計
た
ら
し
め
て
い
る
内
在
的
性
質
を
特
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
時
計
は
、
様
々
な
素
材
で

製
作
さ
れ
う
る
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
形
態
を
も
ち
う
る
。
ま
た
内
部
構
造
に
関
し
て
も
、
ぜ
ん
ま
い
式
や
電
池
式
な
ど
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
人
工
物
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
の
指
摘
は
十
分
に
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
。

「
人
工
物
は
隠
れ
た
本
性
（
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
実
在
的
本
質
」）
を
も
た
ず
、
あ
る
も
の
を
鉛
筆
に
し
て
い
る
も
の
は
、
何
ら
か
の
形
態
や
機
能
と
い
っ
た
表
層
的

な
諸
特
徴
に
す
ぎ
な
い）

4
（

」。

	

わ
れ
わ
れ
例
で
言
う
な
ら
ば
、
椅
子
を
椅
子
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
時
計
を
時
計
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、（
そ
れ
ら
の
大
雑
把
な
形
態
を

除
く
と
）
せ
い
ぜ
い
腰
掛
け
る
人
を
支
え
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
あ
る
い
は
も
の
を
切
断
す
る
と
い
う
機
能

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（function

）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
工
物
種
を
規
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定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
機
能
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
後
ほ
ど
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
通
常
は
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
の
言
葉
が
示
唆
す
る
よ

う
に
、
機
能
は
対
象
の
「
実
在
的
本
質
」（real essence

）
に
含
ま
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
対
象
に
内
在
的
で
あ
る
と
は
見
な
さ
れ
な
い
か

ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
人
工
物
種
は
「
確
定
性
」
の
基
準
を
満
た
す
と
は
言
え
ず
、
こ
れ
よ
り
「
人
工
物
種
は
実
在
的
な
種
で
は
な
い
」
と
い
う
帰

結
が
導
か
れ
る
。
こ
の
帰
結
が
正
し
け
れ
ば
、
椅
子
も
時
計
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
人
工
物
種
の
「
心
へ
の
依
存
」
は
否
定
し
が
た
い
。
と
い
う
の
も
、
椅
子
や
時
計
は
、
そ
れ
ら
を
何
ら
か
の
目
的
で
用
い
る
こ
と
を
意

図
し
た
制
作
者
な
し
に
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
知
的
存
在
者
か
ら
独
立
し
て
当
該
の
種
に
属
す
る
と

は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
人
工
物
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
私
の
財
布
の
中
に
あ
る

紙
片
が
「
千
円
札
」
あ
る
い
は
「
貨
幣
」
と
い
う
種
に
属
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
千
円
札
あ
る
い
は
貨
幣
と
し
て
扱
う
わ
れ
わ
れ
の
態
度
（
信
念
）

と
は
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
ゆ
え
に
人
工
物
種
は
「
心
か
ら
の
独
立
性
」
と
い
う
基
準
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、
実
在
的
で
は
な
い
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

人
工
物
種
を
実
在
的
な
種
の
リ
ス
ト
か
ら
排
除
す
る
標
準
的
な
自
然
種
理
論
は
、
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
の
引
用
で
も
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク

に
よ
る
実
在
的
本
質

4

4

4

4

4

と
名
目
的
本
質

4

4

4

4

4

（nom
inal essence

）
と
の
区
別
に
そ
の
起
源
を
も
つ
。
ロ
ッ
ク
は
、
わ
れ
わ
れ
が
各
々
の
種
の
名
前
に
結

び
つ
け
た
抽
象
観
念
を
「
名
目
的
本
質
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
各
々
の
種
を
他
の
種
か
ら
区
別
さ
せ
る
「
尺
度
・
限
界
」
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
実
在
的
本
質
と
は
「
こ
の
名
目
的
本
質
な
ら
び
に
そ
の
種
の
全
特
性
が
も
と
づ
く
実
体
の
実
在
の
構
造
（real C

onstitution of Substance

）」

で
あ
る
と
言
わ
れ
る）

5
（

。

「
例
を
挙
げ
る
と
、
金
の
名
目
的
本
質
は
金
と
い
う
言
葉
の
表
す
複
雑
観
念
で
あ
る
。
た
と
え
ば
黄
色
の
、
一
定
の
重
さ
を
も
つ
、
展
性
が
あ
り
、
熔
性
が
あ
る
、

固
形
の
物
体
と
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
〔
金
の
〕
実
在
的
本
質
は
、
金
の
こ
れ
ら
の
性
質
な
ら
び
に
他
の
い
っ
さ
い
の
特
性
が
も
と
づ
く
、
金
と
い
う
物
体
の
感
知

で
き
な
い
諸
部
分
の
構
造
で
あ
る）

6
（

」。
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ロ
ッ
ク
自
身
の
立
場
は
、
実
在
的
本
質
に
対
し
て
両
義
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
す
べ
て
の
名
目
的
本
質
が

依
存
す
る
（
と
想
定
さ
れ
る
）
実
在
的
本
質
は
、
物
体
の
知
覚
不
可
能
な
微
細
構
造

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
名
目
的
本
質
と

そ
れ
を
支
え
る
実
在
的
本
質
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
一
方
で
、
た
と
え
そ
う
し
た
微
細
構
造
が
あ
る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
知
り
え
な
い
と
も
述
べ
て
い
る）

7
（

。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
経
験
主
義
者
」
と
し
て
は
そ
う
述
べ
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
後
知
恵
で
は
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
金
と
い
う
物
体
の
感
知
で
き
な
い
諸
部
分
の
構
造
」
と
は
そ
の
微
細
な
原
子
構
造
を
指
し
て
い

た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
奇
妙
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
実
際
に
、
現
代
の
多
く
の
論
者
た
ち
は
そ
う
し
た
解
釈
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。

実
在
的
本
質
は
、
知
識
の
主
体
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
し
て
、
あ
る
も
の
を
特
定
の
種
に
区
分
す
る
内
在
的
性
質
で
あ
る
の
に
対
し
、
名

目
的
本
質
は
、
分
類
を
行
う
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
の
観
念
、
な
い
し
は
そ
う
し
た
観
念
に
依
存
す
る
性
質
で
あ
る
。
こ
の
二
分
法
に
も
と
づ
き
、

標
準
的
な
自
然
種
理
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
を
、
実
在
的
本
質
を
も
つ
「
実
在
種

4

4

4

」（real kinds

）
と
、
名
目
的
本
質
し
か
も
た
な
い
「
名
目
種

4

4

4

」

（nom
inal kinds

）
と
に
分
割
す
る
。
こ
れ
よ
り
自
然
種
は
実
在
種
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
工
物
種
は
た
ん
な
る
名
目
種
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
結
論

が
得
ら
れ
る
こ
と
な
る
。

２　
生
物
学
に
よ
る
提
案
―
個
体
説

ロ
ッ
ク
に
よ
る
実
在
的
本
質
と
名
目
的
本
質
と
の
区
分
を
核
と
す
る
標
準
的
自
然
種
理
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
人
工
物
種
は
実
在
的
な
種
で

は
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
う
し
た
「
不
当
な
位
置
づ
け
」
を
与
え
ら
れ
る
の
は
、
人
工
物
種
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
長
ら
く

自
然
種
の
典
型
と
見
な
さ
れ
て
き
た
生
物
種

4

4

4

（biological species

）
に
つ
い
て
も
そ
の
実
在
性
に
疑
問
符
が
付
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
う
し
た
疑
念
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
し
て
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
「
生
物
種
は
自
然
種
で
は
な
い
」
と
説
く
、
種
の
個
体
説

4

4

4

4

4

を
検
討
す
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る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
立
場
は
、
従
来
の
自
然
種
理
論
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
生
物
種
を
標
準
的
理
論
の
い
わ
ば
「
外
」
に
位
置
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
生
物
種
の
非
実
在
性
」
と
い
う
帰
結
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
次
節
で
検
討
す
る
「
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
」
は
、
同
様
の

問
題
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
生
物
種
の
実
在
性
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
自
然
種
理
論
そ
の
も
の
を
改
訂
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
い
ず
れ
の
立
場

も
、
標
準
的
理
論
の
枠
内
で
は
扱
い
づ
ら
い
人
工
物
種
を
理
論
化
す
る
際
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

個
体
説
の
提
唱
者
で
あ
る
ギ
ゼ
リ
ン
と
ハ
ル
に
よ
れ
ば
、
生
物
種
は
、
標
準
的
理
論
が
言
う
自
然
種
で
は
な
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
富
士
山
と
同

様
の
個
体

4

4

（individual
）
な
い
し
個
別
者

4

4

4

（particular

）
で
あ
る）

（
（

。
こ
う
し
た
主
張
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
生
物
種
は
標
準
的
理
論
の
本
質
主
義
的
な
枠
組
み
に
フ
ィ
ッ
ト
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
自
然

種
は
実
在
的
本
質
、
す
な
わ
ち
あ
る
対
象
を
当
該
の
種
の
メ
ン
バ
ー
た
ら
し
め
る
内
在
的
性
質
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自

然
種
が
、
そ
の
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
、
か
つ
そ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
の
み
が
も
つ
性
質
（
本
質
）
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ

ろ
が
生
物
種
に
そ
う
し
た
必
要
か
つ
十
分
な
性
質
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ト
と
い
う
生
物
種
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ

れ
が
「
二
足
歩
行
で
理
性
を
も
つ
」
と
い
っ
た
性
質
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
た
と
え
二
足
歩
行
し
な
く
て
も
、
あ

る
い
は
理
性
な
ど
も
た
ず
と
も
ヒ
ト
に
属
す
る
メ
ン
バ
ー
は
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
錯
誤
的
な
性
質
で
は
な
く
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
構
造
等

に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
種
を
定
義
す
る
の
に
必
要
か
つ
十
分
な
性
質
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
反
論
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
ヒ
ト
個
体
に
は
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
の
変
異
な
い
し
多
様
性
が
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
物
質
の
原
子
構
造
の
よ
う

な
厳
密
さ
を
も
た
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ヒ
ト
種
は
あ
る
特
定
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
配
列
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
生
物
種
に
当
て
は
ま
る
。

「
地
球
の
定
義
」
や
「
こ
の
グ
ラ
ス
の
中
の
透
明
な
液
体
の
定
義
」
や
と
い
っ
た
言
い
回
し
が
奇
妙
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
般

的
に
、
個
体
（
個
別
者
）
は
定
義
さ
れ
る
存
在
者
で
は
な
い
。（
こ
れ
に
対
し
「
惑
星
の
定
義
」
や
「
水
の
定
義
」
は
奇
妙
で
は
な
い
。）
個
体
説

の
支
持
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
、
生
物
種
は
種
で
は
な
く
む
し
ろ
個
体
で
あ
る
と
説
く
。



─ （ ─

第
二
に
、
生
物
種
は
生
成
し
か
つ
消
滅
す
る
よ
う
な
何
か
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
典
型

的
な
個
体
に
当
て
は
ま
る
特
徴
で
あ
る
。
富
士
山
と
い
う
個
体
は
あ
る
時
点
で
生
成
し
、
後
の
あ
る
時
点
で
消
滅
す
る
何
か
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
と
い
う
個
体
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
現
在
目
に
し
て
い
る
す
べ
て
の
生
物
種
は
、
種
分
化
等
に
よ
っ
て
、
あ
る
特
定
の
時
点
で

誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
実
に
多
く
の
種
が
絶
滅
し
て
き
た
し
、
今
後
も
そ
う
し
た
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
標
準
的
な
自
然
種
理
論
が
理
解
す
る
限
り
で
の
種
は
、
そ
れ
が
ク
ラ
ス
で
あ
れ
普
遍
者
で
あ
れ
、
生
成
・
消
滅
す
る
よ
う
な
何
か

で
は
な
い
。
つ
ま
り
生
物
種
は
、
自
然
種
よ
り
も
個
体
に
近
い
特
徴
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
彼
ら
が
「
生
物
種
は
個
体
で
あ
る
」
と
主

張
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

第
三
に
、
生
物
種
は
時
空
的
連
続
性

4

4

4

4

4

4

を
も
つ
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
個
体
に
関
し
て
言
え
ば
、
時
空
的
連
続
性
と
い
う
特
徴
は
ご
く
当

た
り
前
の
も
の
に
映
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ト
個
体
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
）
は
そ
の
生
成
か
ら
消
滅
ま
で
連
続
し
て
（
絶
え
間
な
く
）
存
在
す

る
。
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
構
成
す
る
部
分
（
四
肢
や
臓
器
な
ど
）
は
、
空
間
的
な
連
続
性
（
ま
と
ま
り
）
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
生
物
種

に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
生
物
種
は
「
生
物
個
体
た
ち
の
不
断
の
、
そ
し
て
唯
一
の
因
果
的
シ
ー
ク
エ
ン
ス
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る）

9
（

。
生
物
種
が
系
統
樹
の
中
に
特
定
の
位
置
を
も
つ
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
他
方
、
生
物
種
の
空
間
的
連
続
性
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
な
も
の

で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
本
土
と
ア
ラ
ス
カ
州
が
厳
密
な
連
続
性
を
も
た
ず
と
も
一
つ
の
個
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
許
容
の
範
囲
内
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
個
体
と
の
類
似
性
が
「
生
物
種
は
個
体
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
の
一
つ
の
根
拠

に
な
り
う
る
と
個
体
説
の
支
持
者
た
ち
は
確
信
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
他
に
も
、「
生
物
種
は
固
有
名
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
」
や
「
生
物
種
に
関
す
る
法
則
は
成
り
立
た
な
い
」
と
い
っ
た
理
由
が
挙
げ
ら

れ
る
。
前
者
の
理
由
に
関
し
て
言
え
ば
、（
一
般
名
で
は
な
く
）
固
有
名
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
も
の
は
個
体
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
生
物
種

も
ま
た
個
体
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
後
者
の
理
由
は
、
生
物
種
に
は
つ
ね
に
多
様
性
と
例
外
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、（
物
質
種
に

つ
い
て
成
り
立
つ
よ
う
な
）
厳
密
な
法
則
性
を
生
物
種
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
生
物
種
を
、
自
然
種
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と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
促
す
。
な
ぜ
な
ら
個
体
は
生
成
・
消
滅
す
る
「
歴
史
的
存
在
者
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
関

す
る
法
則
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
生
物
種
に
関
す
る
個
体
説
は
、
自
然
種
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
ら
逸
脱
す
る
生
物
種
を
、
種
で
は
な
く
個
体
と
し
て

位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
在
性
を
確
保
し
よ
う
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
自
然
種
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
ら
外
れ
る
人

工
物
種
を
擁
護
す
る
に
あ
た
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
個
体
説
の
支
持
者
た
ち
が
指
摘
す
る
生
物
種
の
特
徴
の
ほ
と
ん
ど

は
人
工
物
種
に
も
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人
工
物
種
を
種
で
は
な
く
、
個
体
と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
な
の
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
「
否
」
で
あ
る
。
た
し
か
に
個
体
説
の
洞
察
は
、
人
工
物
種
の
実
在
論
を
構
築
す
る
に
際
し
て
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
種
と
そ
れ
に
属
す
る
個
体

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
イ
ン
ス
タ
ン
ス

4

4

4

4

4

4

）
と
い
う
根
本
的
な
形
而
上
学
的
区
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
の
コ
ス
ト
は
大

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

き
い

4

4

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
個
体
説
に
は
、
物
質
種
と
生
物
種
と
の
あ
い
だ
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
類
似
性
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
問
題
点
も
あ
る
。
ゆ
え
に
個
体
説
を
人
工
物
種
に
適
用
し
た
場
合
、
そ
れ
を
従
来
の
自
然
種
と
は
ま
っ
た
く
の
「
別
物
」
と
し
て
扱
わ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
生
物
学
者
た
ち
は
、
何
ら
か
の
種
に
属
す
る
少
数
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の
観
察
か
ら
、
そ
の
種
に
属
す
る

（
ほ
ぼ
）
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
主
張
を
導
き
出
す
。
つ
ま
り
彼
ら
は
つ
ね
に
こ
う
し
た
一
般
化
を
行
っ
て
お
り
、
そ

の
際
に
生
物
種
へ
の
言
及
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
生
物
種
に
関
す
る
一
般
化
な
し
に
生
物
学
と
い
う

科
学
は
成
り
立
ち
え
な
い
だ
ろ
う
。
程
度
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
人
工
物
種
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
人
工
物
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る

一
般
化
あ
る
い
は
理
論
を
否
定
す
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。

３　
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
―
新
し
い
本
質
主
義

主
に
ボ
イ
ド
ら
の
影
響
の
も
と
、
一
九
八
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
九
〇
年
代
の
初
頭
に
か
け
て
、
個
体
説
と
は
異
な
る
仕
方
で
生
物
種
の
実
在
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性
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
現
れ
る）

（1
（

。「
恒
常
的
性
質
群
の
理
論

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（H
om

eostatic P
roperty C

luster T
heory

：
略
し
て
「
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
」）
と

呼
ば
れ
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
が
個
体
説
と
異
な
る
の
は
、
生
物
種
を
標
準
的
な
自
然
種
理
論
の
適
用
範
囲
の
外
に
置
く
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
生
物
種
を
中
心
に
据
え
て
自
然
種
理
論
を
組
み
立
て
直
そ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。

Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
よ
れ
ば
、
自
然
種
と
は
恒
常
的
に
ク
ラ
ス
タ
ー
化
さ
れ
た
諸
性
質

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（hom
eostatically clustered properties

）
を
備
え
た
個
体
か

ら
成
る
種
で
あ
る
。
こ
れ
を
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
お
い
て
、
特
定
の
自
然
種
は
、
一
つ
の
本
質
的
性
質
で
は
な
く
、
諸
性
質
の
群

（
ク
ラ
ス
タ
ー
）
に
よ
っ
て
他
の
自
然
種
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
従
来
の
理
論
と
は
異
な
り
、
こ
の
性
質
群
を
構
成
す
る
各
性
質
は
当
該
の
自
然
種
に

属
す
る
個
体
に
例
外
な
く
当
て
は
ま
る
（
必
要
か
つ
十
分
な
）
性
質
で
あ
る
必
要
は
な
い

4

4

4

4

4

。
次
に
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
は
、
そ
う
し
た
性
質
群
の
安
定
し
た

4

4

4

4

ま
と
ま
り

4

4

4

4

を
重
視
す
る
。「
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
」（hom
eostasis

）
の
訳
語
で
あ
る
「
恒
常
性
」
と
は
、
こ
う
し
た
安
定
性
を
意
味
す
る
と
考
え
て

ほ
し
い）

（（
（

。
さ
ら
に
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
は
、
こ
の
性
質
群
の
安
定
性
に
因
果
的
に
寄
与
す
る
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

4

4

4

4

4

4

4

4

（underlying m
echanism

s

）
が
あ
る
と

説
く
。
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
よ
れ
ば
、
自
然
種
は
、
そ
れ
に
属
す
る
個
体
の
う
ち
に
安
定
し
た
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
現
れ
る
性
質
群

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
お
よ
び
そ
の
ま
と

4

4

ま
り
を
生
じ
さ
せ
る
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
よ
っ
て
「
定
義
」
さ
れ
る）

（1
（

。
こ
れ
ら
は
、
従
来
の
理
論
と
は
異
な
る
意
味
で
、
自
然
種
に
と
っ
て
の

「
本
質
」
を
成
す
と
捉
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
恒
常
的
性
質
群
に
せ
よ
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が

固
定
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
時
間
と
と
も
に
変
化
し
う
る
「
柔
軟
さ
」
を
も
つ
と
さ
れ
る
。

自
然
種
を
「
恒
常
的
性
質
群
」
を
用
い
て
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
標
準
的
理
論
の
本
質
主
義
の
要
件
を
緩
め
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

た
と
え
ば
ト
ラ
と
い
う
種
は
、
そ
れ
に
属
す
る
ト
ラ
個
体
に
現
れ
る
恒
常
的
性
質
群
（
肉
食
で
あ
る
と
い
う
性
質
、
大
き
な
爪
を
も
つ
と
い
う
性

質
、
黄
色
地
に
黒
の
縞
模
様
を
も
つ
と
い
う
性
質
な
ど
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
古
典
的
な
本
質
主
義
と
は
異
な
り
、
ト
ラ
個
体
が
そ
れ
ら

の
性
質
を
す
べ
て
も
つ
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
。
稀
に
ト
ラ
個
体
の
中
に
は
、
全
身
が
白
い
ア
ル
ビ
ノ
が
存
在
す
る
が
、
他
の
性
質
群
が
ま
と
ま
っ

て
現
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
ト
ラ
種
に
属
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
性
質
群
の
ま
と
ま
り
に
因
果
的
に
貢
献
す
る
遺
伝
子
情
報
（
基
底
的
メ
カ

ニ
ズ
ム
）
に
欠
損
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
数
の
性
質
群
が
安
定
的
に
現
れ
て
い
れ
ば
、
問
題
は
な
い
と
さ
れ
る
。
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
よ
れ
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ば
、
生
物
種
に
と
っ
て
外
部
環
境
も
ま
た
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
と
な
り
う
る
が
、
そ
う
し
た
環
境
は
、
種
の
同
一
性
に
影
響
を
与
え
な
い

程
度
で
、
し
ば
し
ば
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

当
然
で
は
あ
る
が
、
物
質
種
に
関
し
て
こ
う
し
た
恒
常
的
性
質
群
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
水
と
い
う
自
然
種
に
属

す
る
サ
ン
プ
ル
は
、
透
明
で
あ
る
、
無
臭
で
あ
る
、
一
〇
〇
℃
で
沸
騰
す
る
と
い
っ
た
性
質
を
も
つ
が
、
そ
れ
ら
は
孤
立
し
て
現
れ
る
の
で
は
な

く
、
あ
る
ま
と
ま
り
を
成
し
て
お
り
、
た
と
え
外
部
の
環
境
が
変
化
し
た
と
し
て
も
そ
の
ま
と
ま
り
が
容
易
に
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、

生
物
種
と
は
異
な
り
、
物
質
種
に
お
け
る
性
質
群
の
ま
と
ま
り
は
厳
格
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
（H

2 O

分
子
か
ら
成
る
）
が

変
化
し
て
し
ま
え
ば
、
種
の
同
一
性
は
も
は
や
維
持
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
生
物
種
を
自
然
種
の
典
型
例
と
す
る
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
は
、
こ
う
し
た

物
質
種
を
む
し
ろ
特
殊
な
事
例

4

4

4

4

4

と
し
て
捉
え
る
。

Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
も
と
づ
く
新
し
い
「
自
然
種
の
一
般
理
論
」
を
提
唱
す
る
植
原
亮
は
、
自
然
種
を
次
の
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
種
と
し
て
規
定
す
る）

（1
（

。

（
１
）
性
質
群
の
恒
常
性

（
２
）
帰
納
的
一
般
化
の
成
立

（
３
）
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

	

（
１
） 

に
つ
い
て
は
す
で
に
解
説
済
み
で
あ
る
。（
２
） 

で
言
わ
れ
る
「
帰
納
的
一
般
化
の
成
立
」
と
は
、
種
を
特
徴
づ
け
る
恒
常
的
性
質
群
に
含

ま
れ
る
各
々
の
性
質
に
つ
い
て
、
因
果
的
説
明

4

4

と
予
測

4

4

が
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
物
質
種
に
関
し
て
は
、
こ
の
帰
納
的
一
般
化
は
厳
密
な
「
法

則
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
水
に
関
す
る
帰
納
的
一
般
化
（
法
則
）
の
お
か
げ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
こ
の
水
サ
ン
プ
ル

が
沸
騰
し
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
適
切
な
温
度
の
下
で
は
凝
固
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
た
帰
納
的
一
般
化
は
生
物
種
に
つ
い
て
も
成
立
し
う
る
。
そ
れ
は
多
く
の
例
外
を
含
む
と
い
う
意
味
で
、
厳
密
な
法
則
で
は
な
い
か
も
し
れ
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な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
典
的
理
論
と
異
な
り
、
こ
の
新
し
い
自
然
種
理
論
は
、
た
と
え
例
外
を
含
む
一
般
化
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
た
ん
に

偶
然
的
に
成
立
す
る
の
で
は
な
い
限
り
、
物
質
種
に
お
け
る
一
般
化
と
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
ら
の
違
い
は
厳
密

4

4

さ
の
度
合
い
に
関
す
る
違
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
だ
。

（
３
） に
つ
い
て
も
す
で
に
簡
単
な
解
説
を
行
っ
た
が
、
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
自
然
種
に
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
一
定
の
構
造
（
メ
カ

ニ
ズ
ム
）
が
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
あ
る
自
然
種
に
特
徴
的
な
諸
性
質
が
安
定
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
を
説
明

す
る
。
諸
科
学
の
課
題
は
、（
１
） の
恒
常
的
性
質
群
の
中
か
ら
、
そ
の
基
底
と
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
抽
出
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち

ろ
ん
物
質
種
の
場
合
、
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
の
微
細
な
構
造
（
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
実
在
的
本
質
」）
で
あ
る
。
水
がH

2 O

と
い
う
分
子
構

造
を
も
つ
こ
と
は
、
他
の
性
質
群
の
恒
常
性
を
説
明
す
る
。
だ
が
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
依
拠
す
る
理
論
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
こ
う
し
た
微
細
な
原
子
（
分
子
）
構
造
の
み
に
限
定
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
植
原
に
よ
れ
ば
、
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
各
々
の
自
然
種

に
特
徴
的
な
恒
常
的
性
質
群
を
出
現
さ
せ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
帰
納
的
一
般
化
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
何
で
も
よ
い
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
に
は
個
体
に
内
在
す
る
微
細
構
造
だ
け
で
な
く
、
生
物
の
置
か
れ
た
特
定
の
生
態
学
的
環
境
や
歴
史
と
い
っ
た
外
的
要
因

4

4

4

4

が
含

ま
れ
て
い
て
も
よ
い
。

以
上
、
自
然
種
を
特
徴
づ
け
る
三
つ
の
要
件
を
見
て
き
た
が
、
植
原
の
理
論
は
、
種
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
程
度
が
異
な
る

こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
要
件
同
士
の
結
び
つ
き
の
程
度
が
異
な
る
こ
と
を
容
認
す
る
。
前
者
に
関
し
て
は
す
で
に
述
べ
た
の
で
、
後
者
に
関
し

て
の
み
解
説
し
て
お
け
ば
、
物
質
種
に
お
い
て
（
３
）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、（
１
）
と
（
２
）
の
要
件
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
生
物

に
お
い
て
そ
れ
ら
の
結
び
つ
き
は
物
質
種
ほ
ど
緊
密
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
例
を
挙
げ
る
と
、
同
一
の
生
物
器
官
は
し
ば
し
ば
異
な
る
メ
カ
ニ

4

4

4

4

4

4

ズ
ム
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
う
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
こ
れ
は
「
多
形
実
現
可
能
性
」
と
呼
ば
れ
る
）。
た
と
え
ば
人
間
の
眼
と
タ
コ
の
眼
と
で
は
、
起
源
や
構
造
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
が
異
な
る
が
、
そ
れ
で
も
お
お
よ
そ
類
似
す
る
性
質
群
を
出
現
さ
せ
、
ゆ
え
に
同
じ
眼
と
い
う
種
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。（
鳥
の
翼
と
コ

ウ
モ
リ
の
翼
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。）
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植
原
の
一
般
理
論
の
眼
目
は
、
こ
う
し
た
程
度
の
差
を
「
理
論
的
統
一
性
」
に
お
け
る
差
異
と
捉
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
種
の
実
在
性
の
強
弱
と

し
て
理
解
す
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
種
は
、
理
論
的
統
一
性
の
程
度
が
高
い
ほ
ど
、
強
い
実
在
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
お
よ
び
そ
れ
に
も
と
づ
く
自
然
種
の
一
般
理
論
は
、
人
工
物
種
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
一
の
種
に

属
す
る
と
言
わ
れ
る
人
工
物
に
関
し
て
（
あ
る
程
度
）
恒
常
的
な
性
質
群
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
く
、
ま
た
多
く
の
人
工
物
種
に
つ
い

て
（
あ
る
程
度
の
）
帰
納
的
一
般
化
も
成
立
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
性
質
群
の
出
現
や
一
般
化
を
支
え
る
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
、
個
体
に
内
在
的
な
微
細
構
造
に
限
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
人
工
物
種
の
う
ち
に
見
い
だ
す
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。（
次
節

で
そ
れ
を
検
討
す
る
。）
実
際
、
ボ
イ
ド
も
植
原
も
、
人
工
物
種
を
自
然
種
の
一
つ
と
見
な
し
、
自
然
種
に
関
す
る
統
一
的
な
理
論
の
枠
組
み
の
中

で
分
析
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

４　
人
工
物
種
へ
の
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
適
用
を
め
ぐ
る
二
つ
の
立
場
：
起
源
論
的
能
説
と
認
識
実
践
説

Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
枠
内
で
人
工
物
種
の
実
在
性
を
擁
護
す
る
立
場
は
、
私
の
知
る
限
り
、
大
き
く
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
一
つ
目
の
立
場
は
、
ミ
リ

カ
ン
の
「
固
有
機
能

4

4

4

4

」（proper function

）
の
概
念
を
用
い
て
、
人
工
物
に
見
ら
れ
る
恒
常
的
性
質
群
の
基
礎
と
な
る
因
果
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説

明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
エ
ル
ダ
ー
と
植
原
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
人
工
物
種
の
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

こ
の
起
源
論
的

4

4

4

4

（etiological

）
に
捉
え
ら
れ
た
機
能

4

4

4

4

4

4

4

4

、
お
よ
び
そ
れ
が
支
え
る
「
複
製
プ
ロ
セ
ス

4

4

4

4

4

4

」（copying process

）
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

立
場
に
立
つ
論
者
は
、
固
有
機
能
と
複
製
プ
ロ
セ
ス
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
人
工
物
種
が
わ
れ
わ
れ
の
心
か
ら
独
立
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
強
調
す
る
。

こ
の
点
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
標
準
的
理
論
が
唱
え
た
種
の
実
在
性
に
関
す
る
第
二
の
基
準
（「
心
か
ら
の
独
立
性
」）
に
依
然
と
し
て
忠
実
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
二
つ
目
の
立
場
は
、
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
お
け
る
自
然
種
を
わ
れ
わ
れ
の
認
識
実
践
に
依
存
す
る
種

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
見
な
す
こ
と

で
、
標
準
的
理
論
の
二
元
論
を
克
服
し
、
人
工
物
種
と
自
然
種
を
統
一
的
な
枠
組
み
で
扱
お
う
と
す
る
。
こ
れ
は
レ
イ
ド
ン
が
提
唱
す
る
立
場
で
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あ
る）

（1
（

。
第
一
の
立
場
が
人
工
物
種
か
ら
徹
底
し
て
「
心
へ
の
依
存
性
」（m

ind-dependence

）
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
第
二
の

立
場
は
Ｈ
Ｐ
Ｃ
種
が
「
心
に
依
存
」
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
種
と
人
工
物
種
と
の
あ
い
だ
の
垣
根
を
取
り
払
お
う
と
す
る
。
わ

れ
わ
れ
の
結
論
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
は
い
く
つ
か
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
。

ま
ず
一
つ
目
の
立
場
を
「
起
源
論
的
機
能
説

4

4

4

4

4

4

4

」
と
名
づ
け
、
そ
の
概
要
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
起
源
論
的
機
能
説
は
、
人
工
物
種
を
機4

能
の
歴
史

4

4

4

4

か
ら
規
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
を
世
界
の
因
果
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
て
「
自
然

主
義
的
」
な
理
論
で
も
あ
る
。

起
源
論
的
機
能
説
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
人
工
物
種
を
含
む
「
複
製
種

4

4

4

」（copied kind

）
は
次
の
三
つ
の
本
質
的
性
質
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る）

（1
（

。

（
Ⅰ
）
質
的
構
造
（qualitative m

ake-up
）

（
Ⅱ
）
固
有
機
能
（proper function

）	

（
Ⅲ
）
歴
史
的
に
固
有
の
配
置
（historically proper placem

ent

）

	

（
Ⅰ
） は
対
象
が
も
つ
広
い
意
味
で
の
「
形
態

4

4

」（“shape”
）
を
指
す
。
人
工
物
や
生
物
の
場
合
は
文
字
通
り
の
形
態
を
、
ダ
ン
ス
な
ど
の
場
合

は
比
喩
的
な
意
味
で
の
「
か
た
ち
」
を
意
味
す
る
。（
エ
ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、「
雨
乞
い
踊
り
」
と
い
っ
た
行
為
な
い
し
儀
式
も
複
製
種
の
一
つ
で

あ
る
。）（
Ⅱ
） 

の
固
有
機
能
と
は
「
あ
る
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、
そ
の
機
能
を
も
つ
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
存
続
に
貢
献
し
、
結
果
と
し
て
当

の
機
能
も
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
機
能
」
を
指
す）

（1
（

。
た
と
え
ば
、
現
に
あ
る
ド
ラ
イ
バ
ー
の
固
有
機
能
と
は
、
ネ
ジ
を
回
す
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
過
去
の
ド
ラ
イ
バ
ー
が
そ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
し
て
き
た
機
能
で
あ
る）

（1
（

。（
Ⅲ
） に
関
し
て
エ
ル
ダ
ー
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。「
複
製
種
の
現
在
の
メ
ン
バ
ー
が
因
果
的
に
依
存
す
る
、
過
去
の
メ
ン
バ
ー
の
働
き
（operation

）
は
、
そ
れ
ら
過
去
の
メ
ン
バ
ー
と

と
も
に
あ
っ
た
他
の

4

4

特
定
の
複
製
種
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
と
の
協4

働
（cooperation

）
で
あ
る）

（1
（

」。
た
と
え
ば
ド
ラ
イ
バ
ー
は
ネ
ジ
を
回
し
て
も
の
を
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固
定
す
る
働
き
を
果
た
し
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
働
き
は
ド
ラ
イ
バ
ー
単
独
で
は
な
く
、
そ
れ
が
適
切
に
形
を
整
え
ら
れ
た
ネ
ジ
と
同
じ
環
境
に

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
果
た
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
外
部
環
境
を
「
本
質
」
の
一
部
と
し
て
数
え
あ
げ
る
姿
勢
は
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説

と
共
通
し
て
い
る
。

人
工
物
種
（
複
製
種
）
が
「
実
在
的
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
本
質
的
性
質
が
、
わ
れ
わ
れ
の
心
か
ら
独
立
し
て
、
安
定
し
た

4

4

4

4

ま
と
ま
り

4

4

4

4

を
形
成
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
恒
常
的
性
質
群
（
上
記
の
三
つ
の
本
質
的
性
質
）
を
支
え
る
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

複
製
プ
ロ
セ
ス

4

4

4

4

4

4

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
複
製
プ
ロ
セ
ス
と
は
「
固
有
機
能
の
発
揮
が
原
因
の
一
部
と
な
っ
て
人
工
物
の
複
製
が
な

さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
固
有
機
能
そ
の
も
の
も
存
続
す
る
、
と
い
う
過
程
」（
植
原
前
掲
書
、
一
二
二
頁
）
を
指
す
。
植
原
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
そ
れ
は
た
ん
に
あ
る
モ
デ
ル
の
ド
ラ
イ
バ
ー
が
工
業
的
に
繰
り
返
し
再
生
産
さ
れ
る
過
程
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
ネ
ジ
を
回
す
と
い

う
ま
さ
に
ド
ラ
イ
バ
ー
の
固
有
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
結
果
と
し
て
複
製
が
な
さ
れ
る
過
程
」
を
い
う
（
植
原
前
掲
書
、
同
頁
）。

こ
う
し
た
起
源
論
的
機
能
説
に
よ
る
説
明
は
、
人
工
物
を
世
界
の
因
果
的
構
造
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
す
一
方
で
、
徹
底
し
た
仕

方
で
わ
れ
わ
れ
の
志
向
性
と
人
工
物
と
の
結
び
つ
き
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
も
っ
ぱ
ら
懐
疑
の
対
象
と
な
る
の
は
、
人
工
物
の
制
作
に

お
け
る
「
制
作
者
の
意
図

4

4

（intention

）」
の
役
割
で
あ
る
。

「
創
造
は
、
職
人
が
彼
の
為
す
こ
と
を
意
図
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
制
作
物
が
受
け
継
ぐ
で
あ
ろ
う
本
質
的
諸
性
質
は
、
機
能
と

複
製
の
歴
史
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
職
人
が
彼
の
仕
事
に
着
手
す
る
は
る
か
以
前
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
」（E

lder 2004:  142

）。

	

植
原
も
ま
た
、
エ
ル
ダ
ー
に
賛
同
し
、
次
の
よ
う
な
事
例
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

「
日
本
刀
の
製
作
を
例
に
と
ろ
う
。
刀
工
は
、
先
人
た
ち
が
残
し
た
既
存
の
刀
剣
の
デ
ザ
イ
ン
に
準
拠
し
、
伝
来
の
技
法
を
頼
り
に
鉄
を
鍛
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
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鉄
の
鋳
造
の
た
め
に
は
玄
翁
や
ふ
い
ご
や
金
床
が
必
要
だ
が
、
こ
れ
ら
の
固
有
機
能
も
一
定
の
複
製
の
歴
史
に
由
来
す
る
。
も
ち
ろ
ん
原
料
と
な
る
鉄
そ
の
も
の

も
、
刀
工
の
個
人
の
意
図
に
先
行
し
て
存
在
す
る
も
の
だ
。
と
り
わ
け
日
本
刀
の
場
合
に
は
、
た
た
ら
吹
き
と
い
う
独
自
の
製
法
に
よ
っ
て
原
料
と
な
る
鋼
を
作

り
出
す
が
、
こ
の
製
法
に
も
独
自
の
歴
史
が
あ
る
。〔
…
〕
こ
の
よ
う
に
、
既
存
の
デ
ザ
イ
ン
や
製
作
に
必
要
な
技
法
、
使
用
に
関
す
る
道
具
や
設
備
に
関
す
る
固

有
機
能
、
そ
し
て
素
材
に
元
来
備
わ
っ
て
い
る
性
質
な
ど
は
、
職
人
個
人
の
意
図
に
先
行
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」（
植
原
前
掲
書
、
一
四
一

－

一
四
二

頁
）。

	

エ
ル
ダ
ー
と
植
原
が
人
工
物
か
ら
そ
の
制
作
者
の
意
図
を
完
全
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
自
然
種
と
人
工
物
種
と
の
統
一
理
論
に
と
っ
て

「
心
か
ら
の
独
立
性
」
と
い
う
実
在
性
の
基
準
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
対
し
て
起
源
論
的
機
能
説
と
は
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
の
が
、
先
に
言
及
し
た
第
二
の
立
場
で
あ
る
。

こ
の
立
場
を
提
唱
す
る
レ
イ
ド
ン
に
よ
れ
ば
、
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
真
の
意
義
は
、
そ
れ
が
自
然
種
理
論
に
「
認
識
論
的
転
回

4

4

4

4

4

4

」（epistem
ological turn

）

を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
あ
る）

11
（

。
レ
イ
ド
ン
は
ボ
イ
ド
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
自
然
種
の
問
題
へ
の
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
、
認
識
論
は
形
而
上
学
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
種
を
他
の
種
類
の
も
の
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
か
ら

分
か
つ
の
は
、
種
の
本
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
っ
た
特
定
の
形
而
上
学
的
基
準
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
も
つ
認
識
的
役
割
（epistem

ic roles

）

で
あ
る
」（R

eydon 2014:  132

）。

	

レ
イ
ド
ン
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
自
然
種
理
論
は
、「
必
要
か
つ
十
分
な
内
在
的
性
質
（
本
質
）」
や
「
心
か
ら
の
独
立
性
」
と
い
っ
た
形
而
上
学

的
基
準
を
軸
に
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
は
そ
う
し
た
形
而
上
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
ら
ず
、
自
然
種
が
果
た
す
認
識
的
役

割
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
が
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
中
で
果
た
す
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
理
論
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
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重
視
さ
れ
る
の
は
「
推
論
や
説
明
と
い
っ
た
人
間
の
認
識
的
実
践
に
お
い
て
有
用
で
あ
る
こ
と
（being useful

）」
だ
と
さ
れ
る
（R

eydon 2014:  

132
）。
わ
れ
わ
れ
は
レ
イ
ド
ン
に
よ
る
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
解
釈
を
「
認
識
実
践
説

4

4

4

4

4

」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
同
じ
く
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
依
拠
す
る
エ
ル
ダ
ー
や
植
原
ら
の
起
源
論
的
機
能
説
と
は
異
な
り
、
こ
の
認
識
実
践
説
は
躊
躇
す
る

こ
と
な
く
自
然
種
の
「
心
へ
の
依
存
性
」
を
認
め
て
し
ま
う
。
こ
の
立
場
の
眼
目
は
、「
自
然
種
vs. 

人
工
物
種
」
あ
る
い
は
「
心
か
ら
独
立
し
た

種
vs. 

心
に
依
存
し
た
種
」
と
い
う
古
典
的
な
対
立
を
解
消
し
、
自
然
種
と
人
工
物
種
を
統
一
的
な
枠
組
み
の
中
で
扱
お
う
と
す
る
点
に
あ
る
。

「
Ｈ
Ｐ
Ｃ
的
な
観
点
か
ら
は
、
自
然
種
を
必
然
的
に
心
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
見
な
す
必
要
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
心
に
依
存
す
る
人
工
物
種
か
ら
区
別
す
る
必
要
も

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
然
種
も
、
そ
れ
ら
が
人
間
の
認
識
的
実
践
に
決
定
的
な
仕
方
で
依
存
す
る
が
ゆ
え
に
、
心
に
依
存
す
る
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
で
あ
る
」（R

eydon 

2014:  133

）。

	

こ
う
し
た
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
捉
え
方
は
、
自
然
種
と
人
工
物
種
を
同
じ
土
俵
の
上
に
の
せ
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
種
の
実
在
性

は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
実
践
（
観
察
さ
れ
た
現
象
に
説
明
を
与
え
、
未
来
の
事
象
を
予
測
す
る
な
ど
）
の
中
で
果
た
す
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
擁

護
さ
れ
う
る
。
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
人
工
物
種
も
ま
た
認
識
実
践
の
中
で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
人
工

的
に
作
ら
れ
た
素
材
、
た
と
え
ば
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
な
ぜ
水
に
溶
け
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
ス
テ
ン
レ
ス
は
な
ぜ
錆
び
つ
き
に
く
い
の
か
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
あ
る
状
況
の
下
で
の
耐
用
年
数
な
ど
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
機
械
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
技
術
的

人
工
物
種
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
説
明
と
予
測
が
な
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
、
し
ば
し
ば
「
道
具
」
と
呼
ば
れ
る
素
朴
な
人
工
物
種
に
つ
い
て
も
、

厳
密
さ
は
欠
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
一
般
化
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る）

1（
（

。

む
ろ
ん
認
識
実
践
説
が
強
調
す
る
実
践
的
契
機
は
起
源
論
的
機
能
説
の
中
で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
植
原
の
一
般
理
論
に
お
い
て
、

「
理
論
的
統
一
性
」
が
種
の
実
在
性
を
判
定
す
る
基
準
と
な
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
起
源
論
的
機
能
説
は
、
自
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然
種
の
「
認
識
実
践
へ
の
依
存
」（「
心
へ
の
依
存
」）
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
に
至
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
エ
ル
ダ
ー
と
植
原
に
よ
れ
ば
、

自
然
種
の
恒
常
的
性
質
群
（
本
質
）
の
「
ま
と
ま
り
」
は
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
認
識
活
動
か
ら
独
立

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
に
よ

る
帰
納
的
一
般
化
を
許
す
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
ま
と
ま
り
」
は
複
製
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
お
か
げ
で
生
じ
る
と
さ
れ
る
が
、

す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
複
製
プ
ロ
セ
ス
か
ら
は
、
意
図
や
関
心
と
い
っ
た
志
向
的
要
素
が
周
到
に
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
起
源
論
的
機
能
説
と
認
識
実
践
説
は
、
同
じ
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
然
種
に
つ
い
て
の
根

本
的
な
考
え
方
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

５　
批
判
的
考
察

前
節
で
検
討
し
た
二
つ
の
立
場
は
、
と
も
に
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
に
依
拠
し
つ
つ
、
自
然
種
と
人
工
物
種
を
統
一
的
な
枠
組
み
の
中
で
論
じ
よ
う
と
す
る

理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
立
場
が
互
い
に
異
な
る
自
然
種
観
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の

立
場
が
抱
え
る
い
く
つ
か
の
困
難
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
困
難
は
、
理
論
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
自

然
種
と
の
統
一
理
論
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
人
工
物
種
の
特
性
を
適
切
に
捉
え
き
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

起
源
論
的
機
能
説
の
第
一
の
困
難
は
、
そ
れ
が
人
工
物
の
「
新
奇
性

4

4

4

」（novelty

）
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る）

11
（

。
こ
れ
を
解
説
し

よ
う
。
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
過
去
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
奇
な
（
革
新
的
な
）
機
能
を
も
つ
人
工
物
の
創
造
に
立
ち
会
っ
て

き
た
。
た
と
え
ば
一
九
一
〇
年
代
に
商
用
化
さ
れ
た
テ
レ
タ
イ
プ
端
末
（
印
刷
電
信
機
）
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
と
電
話
の

双
方
に
似
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
当
時
テ
レ
タ
イ
プ
端
末
は
モ
ー
ル
ス
信
号
と
は
異
な
る
電
信
符
号
を
用
い
て
テ
ク
ス
ト
を
送
受

信
で
き
る
革
新
的
な
機
械
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
起
源
論
的
機
能
説
は
こ
の
テ
レ
タ
イ
プ
端
末
が
本
来
的
機
能
（
固
有
機
能
）
を
も
つ
こ
と
を
適

切
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
本
来
的
機
能
と
は
「
あ
る
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、
そ
の
機
能
を
も
つ
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よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
存
続
に
貢
献
し
、
結
果
と
し
て
当
の
機
能
も
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
機
能
」
だ
と
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
前
節

を
参
照
）。
つ
ま
り
現
在
の
個
体
が
果
た
す
本
来
的
機
能
は
、
そ
の
祖
先

4

4

が
当
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
種
の
存
続
に
貢
献
し
て
き
た
機
能

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
機
能
の
捉
え
方
が
正
し
け
れ
ば
、
テ
レ
タ
イ
プ
端
末
と
い
っ
た
新
奇
な
人
工
物
は
、
そ
の
祖
先
が
存
在
し
な
い
以

上
、
本
来
的
機
能
を
有
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
フ
ァ
ー
マ
ー
ス
ら
の
言
葉
を
借
り
て
こ
れ
を
言
い
直
し
て
み
よ
う
。

「
複
製
起
源
論
（reproduction etiological theories

）
が
ア
イ
テ
ム
に
帰
属
し
う
る
本
来
的
機
能
と
は
、
そ
れ
ら
の
祖
先
た
ち
の
傾
向
性
に
対
応
す
る
本
来
的
機

能
の
み

4

4

で
あ
る
。
創
造
的
な
技
術
者
が
革
新
的
な
人
工
物
を
設
計
す
る
な
ら
ば
、
定
義
上
、
対
応
す
る
傾
向
性
を
備
え
た
祖
先
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

複
製
因
果
論
は
、
革
新
的
な
人
工
物
に
い
か
な
る

4

4

4

4

本
来
的
機
能
も
帰
属
さ
せ
え
な
い
」（Verm

aas &
 H

oukes 2003:  274

）。

	

こ
れ
よ
り
、
起
源
論
的
機
能
説
が
人
工
物
種
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
新
奇
性
に
つ
い
て
の
説
明
を
断
念
す
る
か
、
ま
た
は
機
能

に
関
す
る
別
の
説
明
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
の
方
策
を
と
る
に
せ
よ
、
理
論
の
一
般
性
に
対
す
る
ダ
メ
ー
ジ

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

起
源
論
的
機
能
説
の
第
二
の
困
難
は
、
人
工
物
を
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
一
切
の
志
向
的
タ
ー
ム
が
使
用
で
き
な
い
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
志

向
的
タ
ー
ム
」
と
は
信
念
や
意
図
や
目
的
等
に
関
す
る
心
的
語
彙
を
指
す
。
こ
の
困
難
は
と
り
わ
け
貨
幣
な
ど
の
高
度
な
人
工
物
（
制
度
的
対
象
）

を
記
述
す
る
と
き
に
明
ら
か
と
な
る
。
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
て
み
よ
う
。
い
ま
私
の
財
布
に
は
一
枚
の
千
円
札
が
入
っ
て
い
る
が
、
あ
る
形

状
を
し
た
そ
の
紙
片
が
千
円
札
と
し
て

4

4

4

4

4

4

、
な
い
し
は
貨
幣
と
し
て

4

4

4

4

4

存
在
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
問
う
て
も
よ
い
。

こ
の
紙
片
と
、
あ
な
た
の
財
布
の
中
に
あ
る
類
似
す
る
紙
片
が
と
も
に
「
千
円
札
」
と
い
う
種
、「
貨
幣
」
と
い
う
種
に
属
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ

れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
際
、
そ
の
紙
片
が
も
つ
内
在
的
特
徴
（
形
態
や
材
質
や
色
な
ど
）
に
訴
え
る
こ
と
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

わ
れ
わ
れ
の
共
同
的
な
信
念

4

4

や
、
中
央
銀
行
や
政
府
へ
の
信
用

4

4

（
承
認

4

4

）
等
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
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る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
志
向
的
作
用
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
ら
の
紙
片
が
一
定
の
内
在
的
特
徴
を
備
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は

文
字
通
り
の
「
紙
切
れ
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
千
円
札
と
し
て
の
紙
片
は
あ
る
機
能

4

4

（
商
品
の
交
換
を
媒
介
す
る
機
能
）
を
も
ち
、
そ
れ
は
「
千
円
札
」
と
い
う
種
の
本
質
の
一
部

を
成
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
機
能
は
起
源
論
的
機
能
説
が
説
く
よ
う
な
固
有
機
能
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
い
ま
私
が

手
に
し
て
い
る
千
円
札
の
機
能
は
、
過
去
の
千
円
札
が
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
千
円
札
種
の
存
続
に
貢
献
し
て
き
た
よ
う
な
機
能
（
固
有

機
能
）
に
よ
っ
て
説
明
し
尽
く
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
サ
ー
ル
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ
は
「
行
為
者
機
能

4

4

4

4

4

」（agentive functions

）

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
千
円
札
の
機
能
は
、
わ
れ
わ
れ
行
為
者
が
あ
る
タ
イ
プ
の
紙
切
れ
に
外
部
か
ら
割
り
当
て
る
機
能

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で

あ
り
、
行
為
者
の
信
念
や
意
図
に
そ
の
存
在
を
依
存
す
る
機
能

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。
別
様
に
言
え
ば
、
行
為
者
機
能
は
「
志
向
性

－

相
対
的
」（intentionality-

relative

）
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
機
能
と
対
を
な
す
の
は
「
非4

行
為
者
機
能
」（nonagentive functions

）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
心
臓
と
い
う
器
官
は
血

液
を
循
環
さ
せ
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
が
、
そ
の
機
能
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
付
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
心
の

志
向
性
に
そ
の
存
在
を
依
存
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
非
行
為
者
機
能
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
区
分
が
正
当
で
あ
れ
ば
、
起
源
論
的
機
能

説
の
言
う
固
有
機
能
は
明
ら
か
に
非
行
為
者
機
能
の
一
種
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
千
円
札
（
貨
幣
）
の
機
能
を
た
ん
な
る
非
行
為
者
機
能
に

よ
っ
て
、
あ
る
い
は
純
粋
に
非
志
向
的
な
タ
ー
ム
の
み
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。（
次
節
に
お
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
る
。）

こ
こ
ま
で
は
起
源
論
的
機
能
説
の
困
難
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
以
下
で
は
認
識
実
践
説
の
困
難
を
一
点
だ
け
指
摘
し
て
お
こ
う
。
認
識
実

践
説
は
、
Ｈ
Ｐ
Ｃ
種
と
し
て
の
自
然
種
の
実
在
性
が
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
実
践
に
相
対
的
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
「
自
然
種
は
心
に
依
存
す
る
」
と

主
張
す
る
こ
と
で
、
人
工
物
種
と
自
然
種
を
同
一
平
面
の
上
で
論
じ
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
認
識
実
践
説
が
、
起
源
論
的
機
能
説
と
は
異

な
り
、「
人
工
物
種
の
心
へ
の
依
存
」
を
認
め
る
こ
と
自
体
は
ま
っ
た
く
正
当
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
自
然
種
の
心
へ
の
依
存
」
と
い

う
テ
ー
ゼ
に
関
し
て
は
、
や
や
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
ボ
イ
ド
の
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
や
植
原
の
一
般
理
論
に
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
と
親
和

性
を
も
つ
側
面
が
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
だ
が
、
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
諸
理
論
が
「
新
し
い
本
質
主
義
」
で
あ
り
、
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か
つ
「
実
在
論
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
自
然
種
の
（
拡
大
さ
れ
た
）
本
質
的
諸
性
質
が
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
か
ら
独
立
し
た
仕
方
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

安
定
し
た
ま
と
ま
り
を
成
す
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
認
識
実
践
説
の
テ
ー
ゼ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
は
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
を
実
在
論
で
は
な

く
、
た
ん
な
る
規
約
主
義

4

4

4

4

（conventionalism

）
に
近
づ
け
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
の
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
支
持
者
た
ち
は
、
自

然
種
が
規
約
種
（
人
間
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
種
）
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
も
っ
ぱ
ら
認
識
実
践
説
を
「
心
か
ら

の
独
立
性
」
を
実
在
性
の
基
準
と
し
て
認
め
な
い
立
場
だ
と
解
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
「
正
統
な
解
釈
」
で
な
く
と
も
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
の
立
場
に
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
―
こ
ち
ら
の
方
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
―
認
識
実
践
説
の
テ
ー
ゼ
は
、
結
果
的
に
「
人
工
物
種
の
特
異
性
」
を

消
し
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
起
源
論
的
機
能
説
の
支
持
者
た
ち
も
歓
迎
す
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
別
の

仕
方
で
、
す
な
わ
ち
人
工
物
種
か
ら
「
心
へ
の
依
存
」
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
こ
と
で
、
そ
の
特
異
性
を
消
去
し
よ
う
と
目
論
む
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
種
と
人
工
物
種
と
の
あ
い
だ
に
存
す
る
溝
を
一
挙
に
埋
め
て
し
ま
う
こ
と
は
い
さ
さ
か
早
計
だ
と
考
え
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
や
り
方
は
、
事
象
そ
れ
自
体
に
忠
実
と
は
言
い
難
く
、
明
快
な
統
一
理
論
の
構
築
を
優
先
す
る
あ
ま
り
、
人
工
物
種
（
あ

る
い
は
自
然
種
）
の
本
来
の
あ
り
方
を
不
当
に
歪
め
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
こ
う
し
た
見
解
は
伝
統
的
な
二
元
論
へ
の
た
ん
な
る
回
帰
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
そ

う
し
た
懐
疑
に
対
し
て
部
分
的
に
応
答
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

６　
志
向
説
と
起
源
論
的
機
能
説
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
可
能
性

「
人
工
物
種
に
つ
い
て
の
適
切
な
理
論
」
と
は
何
か
。
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
人
工
物
種
の
実
在
性
を
擁
護
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で
き
る
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
望
む
理
論
は
、
少
な
く
と
も
人
工
物
の
新
奇
性

を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
な
お
か
つ
比
較
的
高
度
な
人
工
物
ま
で
扱
い
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
理
論
に
は
、

人
工
物
種
の
独
自
性
を
事
象
に
即
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
先
に
検
討
し
た
二
つ
の
理
論
は
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
要
求
を
満
た
さ

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
望
む
「
適
切
な
理
論
」
た
り
え
て
い
な
い
。

少
な
く
と
も
こ
こ
で
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
な
要
求
を
満
た
す
の
は
、「
人
工
物
種
に
関
す
る
志
向
説

4

4

4

」
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
人
工
物
の
制
作

者
・
設
計
者
（
発
明
者
）・
使
用
者
た
ち
の
様
々
な
志
向
的
状
態

4

4

4

4

4

（
欲
求
・
信
念
・
意
図
な
ど
）
お
よ
び
そ
れ
ら
の
共
有

4

4

（
集
団
的
志
向
性
）
へ
の

人
工
物
の
存
在
依
存
を
主
張
す
る）

11
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
人
工
物
種
が
、
わ
れ
わ
れ
の
志
向
的
活
動
（intentional activities

）
と
不
可
分
の

関
係
に
立
つ
こ
と
を
説
く
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
採
れ
ば
、
新
奇
性
に
関
す
る
問
題
は
難
な
く
解
決
さ
れ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、「
革
新
的

な
人
工
物
は
そ
の
設
計
者
が
意
図
し
た
機
能
を
付
与
さ
れ
る
」
と
い
う
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
種
の
人
工
物
は
、
当

の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
「
祖
先
」
を
も
た
ず
と
も
、
設
計
者
が
意
図
し
た
本
来
的
機
能
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
人
工
物
の
中
に
は
、

そ
の
設
計
者
が
最
初
に
意
図
し
た
機
能
を
失
い
、
新
た
な
機
能
を
得
る
も
の
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
志
向
説
は
設
計
者
（
制
作
者
）
の
意
図

だ
け
を
特
権
視
す
る
立
場
で
は
な
い
。
設
計
者
の
当
初
の
意
図
か
ら
離
れ
、
使
用
者
が
新
た
な
機
能
を
人
工
物
に
付
与
す
る
事
態
は
し
ば
し
ば
生

じ
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
事
態
は
志
向
説
の
枠
内
で
こ
そ
適
切
に
説
明
さ
れ
う
る
。
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
と
、「
意
図
さ
れ
た
機
能

4

4

4

4

4

4

4

」（intended 

functions

）
と
い
う
考
え
方
自
体
は
、
あ
る
種
の
人
工
物
を
適
切
に
記
述
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
魔

除
け
」
と
い
う
人
工
物
を
例
に
と
ろ
う
。
そ
れ
（
お
面
で
も
ア
ク
セ
サ
リ
ー
で
も
構
わ
な
い
）
は
本
来
「
災
い
を
遠
ざ
け
る
」
と
い
う
機
能
を
果

た
す
べ
く
制
作
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
意
図
さ
れ
た
機
能
」
を
お
そ
ら
く
一
度
も
発
揮
す
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の

存
続
を
支
え
て
き
た
の
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
（
根
拠
な
き
）
信
念
で
あ
る
。
だ
が
、
起
源
論
的
機
能
説
は
こ
の
種
の
人
工
物
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
記
述
を
与
え
う
る
の
か
。
実
際
に
過
去
の
魔
除
け
が
「
災
い
を
追
い
払
う
」
と
い
う
機
能
を
発
揮
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
魔
除
け
種

が
存
続
し
て
き
た
と
い
う
説
明
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
に
、
起
源
論
的
機
能
説
は
「
美
的
機
能
」
の
よ
う
な
も
の
に
訴
え
て
、
魔
除
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け
種
の
存
続
を
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
人
々
の
目
を
喜
ば
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
再
生
産
さ
れ
て
き
た

と
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
機
能
が
魔
除
け
の
「
本
来
的
機
能
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
奇
妙
で
あ
る
。
志
向
説
で
あ
れ
ば
、
た
と
え

意
図
さ
れ
た
機
能
が
一
度
も
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
魔
除
け
の
本
来
的
機
能
と
し
て
記
述
し
、
実
際
に
魔
除
け
が
果
た
し
て
い

る
機
能
（「
実
際
の
機
能
」）
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（「
機
能
不
全
」（m

alfunction

）
の
問
題
は
こ
う
し
た
特
異
な
事
例
も
含
む
よ
う
に
思

わ
れ
る
。）
こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
あ
る
種
の
人
工
物
を
適
切
に
記
述
す
る
際
に
は
、
そ
れ
を
作
り
出
し
た
者
た
ち
の
意
図
や
彼
ら
の
複
雑
な
信

念
体
系
に
言
及
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
記
述
が
で
き
る
の
は
、
起
源
論
的
機
能
説
で
は
な
く
、
志
向
説
で
あ
る）

11
（

。

志
向
説
が
、
高
度
な
人
工
物
種
の
記
述
に
も
適
切
に
対
応
で
き
る
こ
と
は
、
上
記
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
起
源
論
的

機
能
説
の
側
に
も
、
様
々
な
工
夫
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
複
雑
な
人
工
物
種
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
植
原
に
よ
る
貨

幣
の
説
明
で
あ
る
。
植
原
は
「
貨
幣
の
改
定
」（
新
札
の
発
行
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
す
る
。

「
当
局
に
貨
幣
の
改
定
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
定
め
る
法
律
の
力
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
法
律
に
先
立
っ
て
、
人
々
の
ふ
る
ま
い
の
種
が
安

定
し
て
存
在
し
て
い
る
お
か
げ
だ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
が
制
度
依
存
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
実
際
に
は
あ
ま
り
正
し
い
見
方
で
は
な
く
、
貨
幣
を
め

ぐ
る
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
ふ
る
ま
い
が
種
と
し
て
持
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
貨
幣
に
関
連
す
る
制
度
の
成
立
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

（
植
原
前
掲
書
、
一
六
九
頁
）。

	

志
向
説
に
お
い
て
、
貨
幣
の
改
定
（
た
と
え
ば
旧
一
万
円
札
か
ら
新
一
万
円
札
へ
の
移
行
）
は
、
新
し
い
制
度
（
法
律
）
の
承
認
と
い
っ
た
集

団
的
志
向
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
承
認
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
内
在
的
特
徴
を
異
に
す
る
紙
片
（
聖
徳
太
子
で
は
な
く
福

沢
諭
吉
の
肖
像
が
印
字
さ
れ
た
紙
片
）
に
貨
幣
の
機
能
を
新
た
に
割
り
当
て
る
の
で
あ
る
。
志
向
説
は
こ
う
し
た
制
度
の
変
化
を
う
ま
く
説
明
し

て
く
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
貨
幣
の
改
定
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
は
、
貨
幣
と
い
う
制
度
的
な
人
工
物
を
支
え
る
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
が
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あ
る
か
ら
だ
と
い
う
植
原
の
見
解
も
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
。

一
般
的
に
、
志
向
説
は
制
度
的
人
工
物
の
生
成

4

4

や
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
説
明
す
る
際
に
そ
の
力
を
発
揮
す
る
。
他
方
、
起
源
論
的
機
能

説
は
制
度
的
人
工
物
の
比
較
的
安
定
し
た
持
続

4

4

を
説
明
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
二
者
択
一
で
は
な
く
、
互

い
の
長
所
を
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
の
鍵
と
な
る
の
が
植
原
の
言
う
「
人
々
の

ふ
る
ま
い

4

4

4

4

の
種
の
持
続
性
な
い
し
安
定
性
」
で
あ
る
。
植
原
は
人
々
の
ふ
る
ま
い
の
種
を
制
度
的
人
工
物
種
の
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
と
考
え
る
。

む
ろ
ん
植
原
は
、
起
源
論
的
機
能
説
に
立
つ
が
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
「
ふ
る
ま
い
」
か
ら
一
切
の
志
向
的
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、「
ふ
る
ま
い
」
を
植
原
の
よ
う
に
捉
え
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
捉
え
方
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
こ
で
の
「
ふ
る
ま
い
」
は
、
心
的
過
程
を
伴
わ
な
い
行
動
主
義
的
な
ふ
る
ま
い
で
は
な
く
、
様
々
な
志
向
的
活
動
を
営
む
人
間
の
ふ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ま
い

4

4

と
し
て
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
く
訓
練
さ
れ
た
犬
が
千
円
札
を
咥
え
て
商
店
に
行
き
、
そ
れ
を
店
主
に

渡
し
て
商
品
を
持
ち
帰
る
と
い
う
行
動
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
貨
幣
を
め
ぐ
る
「
ふ
る
ま
い
」
は
そ

の
よ
う
な
行
動
と
は
区
別
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
、「
私
は
そ
の
紙
片
が
千
円
札
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
」、「
店

主
は
そ
の
紙
片
が
千
円
札
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
」、「
私
は
『
店
主
は
そ
の
紙
片
が
千
円
札
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
』
と
い
っ
た
複
雑

な
信
念
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
を
解
す
る
な
ら
ば
、
起
源
論
的
機
能
説
の
中
に
志
向
説
を
組
み
込
む
こ
と
、
あ
る
い
は
志
向
説
の
中
に
基
底
的
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
Ｈ
Ｐ
Ｃ
説
の
道
具
立
て
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
方
策
は
人
工
物
種
に
つ
い
て
の
「
因

果
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
「
志
向
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
う
ま
く
調
停
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

と
は
い
え
、
前
者
の
途
を
と
る
に
せ
よ
、
後
者
の
途
を
と
る
に
せ
よ
、
種
の
実
在
性
の
基
準
と
し
て
「
心
か
ら
の
独
立
性
」
を
根
本
的
に
見
直

す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
課
題
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
さ
し
あ
た
り
の
見
込
み
だ
け
を
述
べ
て
お
け
ば
、

「
心
へ
の
依
存
」
は
直
ち
に
恣
意
性
を
含
意
す
る
わ
け
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
志
向
性
に
よ
る
創
造
物
」
の
中
に
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は
、
た
ん
な
る
個
人
の
空
想
の
産
物
と
は
異
な
り
、
恣
意
の
ま
ま
に
（
好
き
勝
手
に
）
そ
の
諸
性
質
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
含
ま
れ

る
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
創
造
物
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
内
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
あ
る
種
の
「
外
在
性

4

4

4

」
を
有
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
は
わ

れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
規
範
性

4

4

4

の
源
泉
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
十
分
に
説
得
的
な
仕
方
で
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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am
bridge U

niversity P
ress, 197（;  E

. J. L
ow

e, T
he 

Four-C
ategory O

ntology: A
 M

etaphysical Foundation for N
atural Science, O

xford U
niversity P

ress, 2006 .

（
2
）	

著
者
は
別
の
場
所
で
も
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
鈴
木
生
朗
・
秋
葉
剛
史
・
谷
川
卓
・
倉
田
剛
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ
現
代
形
而
上
学
』、
新
曜
社
、

二
〇
一
四
年
の
と
く
に
第
８
章
を
参
照
。

（
3
）	

本
稿
に
お
け
る
「
実
在
性

4

4

4

」（reality

）
な
い
し
「
実
在
的

4

4

4

」（real

）
と
い
う
用
語
と
「
存
在

4

4

」（existence

）
と
い
う
用
語
の
使
い
方
に
つ
い
て
一
言

述
べ
て
お
き
た
い
。
個
々
の
人
工
物
（
個
体
）
に
関
し
て
言
え
ば
、「
実
在
性
」
と
「
存
在
」
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
椅
子
が
実
在
的
で

あ
れ
ば
、
こ
の
椅
子
は
存
在
し
、
か
つ
そ
の
逆
も
成
り
立
つ
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
用
語
が
人
工
物
種4

に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
と
き
に
は
や
や
事
情
が
異

な
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
る
人
工
物
種
が
実
在
的
で
あ
る
」
こ
と
と
「
そ
れ
が
存
在
す
る
」
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
あ
る
人
工
物

種
が
実
在
的
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
に
属
す
る
人
工
物
（
個
体
）
が
存
在
す
る
（
実
在
的
で
あ
る
）
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。（
実
在
性
の
基
準
に
関
し
て
は

本
論
の
中
で
検
討
す
る
。）
と
こ
ろ
が
個
々
の
人
工
物
の
存
在
（
実
在
性
）
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
属
す
る
種
の
存
在
を
含
意
す
る
わ
け
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。「
種

が
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
は
、
そ
れ
が
自
然
種
で
あ
れ
人
工
物
種
で
あ
れ
、「
種
を
一
つ
の
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
め
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
種
は
実
在
的
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、「
普
遍
論
争
」
と
い
っ
た
存
在
論
的
議
論
と
は
無
関
係
に
な
さ
れ
う
る
。

	
	

ち
な
み
に
私
自
身
は
種
へ
の
存
在
論
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
適
切
で
あ
り
、
か
つ
種
は
普
遍
者
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
「
形
而
上
学
的
実
在
論
者
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
は
他
の
場
所
で
行
っ
た
（
倉
田
剛
『
現
代
存
在
論
講
義
Ⅱ
』、
新
曜
社
、
二
〇
一
六
年
刊
行
予
定
）。
だ
が
、
さ
し

あ
た
り
本
稿
の
議
論
は
そ
う
し
た
立
場
と
は
直
接
的
な
関
係
を
も
た
な
い
。
こ
こ
で
は
種
の
「
存
在
」
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
「
実
在
性
」
が
論



─ 26 ─

じ
ら
れ
る
と
理
解
し
て
ほ
し
い
。

（
4
）	 S. P. Schw

artz, “P
utnam

 on A
rtifacts” The Philosophical Review

, Vol.（7 , N
o.4 , 197（ .  

こ
の
引
用
に
続
い
て
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。「
こ
れ
ら
の
特
徴
は
「
鉛
筆
」
と
い
う
語
に
分
析
的
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
科
学
的
探
求
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」

（Schw
artz 197（

）。
こ
の
件
は
、
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
が
自
然
種
名
の
指
示
に
関
す
る
「
因
果
説
」
を
認
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
工
物
種
名
に
関
し
て

は
「
記
述
説
」
を
採
用
す
る
こ
と
の
根
拠
と
な
る
。
た
だ
し
、
ク
リ
プ
キ
と
パ
ト
ナ
ム
に
端
を
発
す
る
「
種
名
辞
の
意
味
論
」
を
再
考
す
る
こ
と
は
別

の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
5
）	

ロ
ッ
ク
『
人
間
知
性
論
』
第
３
巻
第
６
章
第
15
節
、
岩
波
文
庫
、
一
四
六
頁
。

（
6
）	

ロ
ッ
ク
前
掲
書
、
同
頁
。

（
7
）	

ロ
ッ
ク
の
両
義
性
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ン
ブ
リ
ス
が
次
の
著
作
の
第
２
章
の
中
で
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。H

. K
ornblith, Inductive Inference 

and Its N
atural G

round: A
n E

ssay in N
aturalistic E

pistem
ology, T

he M
IT

 P
ress, 1993:  C

h. 2 .

（
（
）	 M

. T. G
hiselin, “A

 R
adical Solution to the Species P

roblem
”, System

atic Z
oology 23 , 1974:  536 -44;  D

. H
ull, “A

re Species R
eally 

Individuals? ”, System
atic Z

oology 25 , 1976:  174 -91 .

（
9
）	 M

. E
reshefsky, T

he Poverty of the L
innaean H

ierarchy, C
am

bridge U
niversity P

ress, 2001:  2	9

（
10
）	 R

. N
. B

oyd, “R
ealism

, A
nti-Foundationalism

 and the E
nthusiasm

 for N
atural K

inds”, P
hilosophical Studies 61 , 1991:  127 -14（

な
ど
。

（
11
）	

一
般
的
に
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
は
、
外
部
環
境
の
変
化
に
耐
え
て
内
部
環
境
を
一
定
の
状
態
に
保
つ
生
物
個
体
の
特
徴
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
寒
さ
や
暑
さ
に
耐
え
て
体
温
を
一
定
の
状
態
に
維
持
す
る
特
徴
を
備
え
て
い
る
。

（
12
）	 R

. N
. B

oyd, “H
om

eostasis, Species, and H
igher Taxa”, in R

. A
. W

ilson （ed.

）, Species: N
ew

 Interdisciplinary E
ssays, M

IT
 P

ress, 1999:  

141 -1（5 .

と
く
に142 -144

で
詳
細
な
規
定
が
な
さ
れ
る
。

（
13
）	

植
原
亮
『
実
在
論
と
知
識
の
自
然
化
―
自
然
種
の
一
般
理
論
と
そ
の
応
用
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
第
１
章
を
参
照
。

（
14
）	 C

. E
lder, R

eal N
atures and Fam

iliar O
bjects, M

IT
 P

ress, 2004;  C
. E

lder, “O
n the P

lace of A
rtifacts in O

ntology”, in E
. M

argolis &
 S. 

L
aurence （eds.

）, C
reations of the M

ind: T
heories of A

rtifacts and T
heir R

epresentation, O
xford U

niversity P
ress, 2007:  33 -51 .

お
よ
び
植
原

前
掲
書
。
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日常的世界の形而上学

（
15
）	 T. A

. C
. R

eydon, “M
etaphysical and E

pistem
ological A

pproaches to D
eveloping a T

heory of A
rtifact K

inds”, in M
. Franssen, P. K

roes, T. 

A
. C

. R
eydon, P. E

. Verm
aas （eds.

） Artefact K
inds: O

ntology and the H
um

an-M
ade W

orld, Synthese L
ibrary 365, Springer, 2014:  125 -144 .

（
16
）	 E

lder 2004:  136 ff;  E
lder 2007:  3	9 .

（
17
）	
植
原
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
1（
）	

な
ぜ
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
、
ネ
ジ
を
回
す
こ
と
が
「
固
有
機
能
」
だ
と
言
わ
れ
る
の
か
。
ふ
つ
う
は
「
制
作
者
が
そ
の
よ
う
に
意
図
し
て
作
り
出
し

た
か
ら
」
だ
と
答
え
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
起
源
論
的
機
能
説
に
立
つ
植
原
は
そ
う
し
た
意
図
を
排
除
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
か
り
に
そ
の

ト
ー
ク
ン
に
先
行
す
る
同
モ
デ
ル
の
ド
ラ
イ
バ
ー
の
ト
ー
ク
ン
が
ね
じ
を
回
す
と
い
う
固
有
機
能
を
果
た
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
ま
存
在
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
道
具
は
無
用
で
あ
る
が
ゆ
え
に
複
製
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
」（
植
原
前
掲
書
、
一
二
一

－

一

二
二
頁
）。
こ
う
し
た
固
有
機
能
の
捉
え
方
は
、
人
工
物
種
の
存
続
を
あ
く
ま
で
因
果
的
に

4

4

4

4

説
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

（
19
）	 E

lder 2004:  137 .

（
20
）	 R

eydon 2014:  126 .

（
21
）	

ロ
ウ
は
人
工
物
に
関
す
る
論
文
の
中
で
、
エ
ン
ジ
ン
や
時
計
と
い
っ
た
「
機
械
」（m

achines

）
と
テ
ー
ブ
ル
や
ハ
ン
マ
ー
と
い
っ
た
「
道
具
」（utensils

）

と
を
区
別
し
、
前
者
の
み
が
実
在
的
な
種
を
形
成
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
機
械
が
「
工
学
的
法
則
」（engineering law

s

）
に

従
う
の
に
対
し
、
道
具
は
そ
う
し
た
法
則
性
を
も
た
な
い
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
興
味
深
い
指
摘
で
は
あ
る
が
、
ロ
ウ
本
人
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、

両
者
の
線
引
き
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。E

. J. L
ow

e, “H
ow

 R
eal are A

rtefacts and A
rtefact K

inds? ”, in M
. Franssen, P. K

roes, 

T. A
. C

. R
eydon, P. E

. Verm
aas （eds.

） Artefact K
inds: O

ntology and the H
um

an-M
ade W

orld, Synthese L
ibrary 365, Springer, 2014:  17 -26 .

（
22
）	

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
論
文
を
参
照
し
た
。P. E

. Verm
aas and W

. H
oukes, “ A

scribing Functions to Technical A
rtefacts:  A

 C
hallenge 

to E
tiological A

ccounts of Functions”, T
he B

ritish Journal for the P
hilosophy of Science, Vol. 54 , N

o. 2	  （Jun, 2003

）, pp. 261 -2（9 .

（
23
）	 J. Searle, T

he C
onstruction of Social R

eality, Free P
ress, 1995:  14 -20 . 

サ
ー
ル
に
お
け
る
制
度
的
対
象
の
理
論
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
の
中
で
詳

細
な
検
討
を
行
っ
た
。
倉
田
剛
「
サ
ー
ル
の
社
会
存
在
論
に
つ
い
て
」、
北
海
道
哲
学
会
［
編
］『
哲
学
年
報
』
60
号
、
二
〇
一
五
年
、
三
九

－

六
六
頁

（
24
）	 J. Searle, M

aking the Social W
orld, O

xford U
niversity P

ress, 2010:  17 .

（
25
）	

鈴
木
生
朗
・
秋
葉
剛
史
・
谷
川
卓
・
倉
田
剛
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ
現
代
形
而
上
学
』、
新
曜
社
、
二
〇
一
四
年
、
第
８
章
お
よ
びA

. T
hom

asson, Fiction 



─ 2（ ─

and M
etaphysics, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1999

を
参
照
。

（
26
）	

魔
除
け
の
例
は
ト
リ
ッ
キ
ー
だ
と
い
う
反
論
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
起
源
論
的
機
能
説
を
代
表
す
る
エ
ル
ダ
ー
は
彼
の
言
う
「
複
製
種
」
の

一
つ
と
し
て
雨
乞
い
踊
り

4

4

4

4

4

（rain dance

）
を
挙
げ
て
い
る
（cf., E

lder 2004;  E
lder 2007

）。
エ
ル
ダ
ー
は
そ
れ
を
「
ミ
ツ
バ
チ
の
ダ
ン
ス
」
や
「
求

愛
の
ダ
ン
ス
」
と
い
っ
た
も
の
と
同
様
の
分
析
を
許
す
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、

雨
乞
い
踊
り
を
自
然
選
択
さ
れ
た
行
動
の
種
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。

＊
本
稿
で
は
、
日
本
科
学
哲
学
会
第
4（
回
大
会
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
一
日
、
首
都
大
学
東
京
）
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
人
工
物
の
哲
学
」
の
た
め

の
提
題
発
表
「
人
工
物
の
哲
学
―
そ
の
見
取
り
図
と
課
題
」
の
原
稿
（
未
公
刊
）
が
一
部
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
人
文
科
学
研
究
院
・
准
教
授
）


