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形
象
論
研
究
会
で
は
、
二

0
一
八
年
二
月
―
-
+
-
―

-
H
に
、
特
別
公
開
研
究
会
「
イ
メ
ー
ジ
の
人
間
学
／
人
類
学
」
を
開
催
し
た
。

そ
こ
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
『
形
象
』
四
号
で
は
、
公
開
研
究
会
と
同
じ
テ
ー
マ
の
特
集
を
組
み
、
仲
間
裕
子
氏
と
森
田
圏
氏
に
寄

「
人
間
と
は
な
に
か
」
を
―
つ
の
独
立
し
た
問
い
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
十
八
世
紀
の
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
は
、
十
九

世
紀
末
か
ら
―
―
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ニ
ー
チ
ェ
や
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ジ
ン
メ
ル
、
ク
ラ
ー
ゲ
ス
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
生

の
哲
学
」
の
流
れ
を
と
お
し
て
、
因
習
化
し
た
社
会
や
陳
腐
化
し
た
道
徳
や
鼻
持
ち
な
ら
な
い
俗
物
に
な
り
さ
が
っ
た
教
養
に
よ

る
支
配
を
退
け
、
い
か
に
し
て
生
命
と
い
う
も
の
の
自
由
で
創
造
的
な
展
開
を
実
現
す
る
の
か
と
い
う
問
い
と
し
て
引
き
継
が
れ

て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
自
由
と
創
造
性
こ
そ
が
、
人
間
と
い
う
有
機
的
生
命
体
を
ほ
か
の
有
機
的
生
命
体
で
あ
る
植
物
や
動

物
か
ら
分
か
つ
裂
け
目
で
あ
る
と
し
、
宇
宙
の
な
か
で
人
間
が
果
た
す
べ
き
役
割
と
責
任
は
な
に
か
を
尋
ね
る
新
た
な
学
問
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
人
間
学
を
提
唱
し
た
の
が
、
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
(
-
九
一
一
八
）
で
知
ら
れ
る
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
人
間
学
が
、
発
掘
調
査
や
お
の
お
の
民
族
の
行
動
分
析
に
よ
っ
て
人
間
の
文
化
的
な
生
の
起
源
と

そ
の
多
様
な
変
遷
を
辿
ろ
う
と
す
る
文
化
人
類
学
と
は
異
な
り
、
普
遍
的
な
意
味
で
の
人
間
を
問
う
学
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

人
類
学
か
ら
区
別
し
て
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
哲
学
的
人
間
学
は
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
プ
レ
ス
ナ
ー
、
オ
ッ
ト
ー
•
F

・

ボ
ル
ノ
ウ
、
ア
ー
ノ
ル
ト
・
ゲ
ー
レ
ン
や
ハ
ン
ス
・
ヨ
ー
ナ
ス
ら
に
よ
っ
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
。

だ
が
、
や
が
て
こ
の
人
間
学
は
、
哲
学
の
内
部
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
宇
宙
の
な
か
で
特
権
的
な
地
位
を
占
め
、

植
物
や
動
物
に
対
し
て
優
位
に
立
ち
、
い
ま
や
現
実
を
自
由
自
在
に
書
き
換
え
創
り
変
え
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
手
に
し
た
人
間
は
、

し
か
し
、
い
か
に
し
て
自
分
自
身
と
距
離
を
と
り
、
自
分
自
身
を
客
観
化
し
、
自
分
自
身
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
批

判
の
矛
先
は
、
哲
学
的
人
間
学
が
、
こ
の
倫
理
的
な
課
題
を
ま
さ
し
く
人
間
に
固
有
の
課
題
と
し
て
意
識
し
な
が
ら
も
、
う
ま
く

そ
れ
に
応
え
き
れ
て
い
な
い
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
普
遍
的
な
人
間
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
で
き
ず
、
人
間
に
つ
い
て
の
探
求

は
、
結
局
は
人
類
の
多
様
性
と
相
対
性
に
即
し
て
そ
の
都
度
の
個
別
研
究
を
と
お
し
て
な
さ
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

稿
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

13 



い
る
。

う
し
た
考
え
か
た
が
一
般
的
な
も
の
と
な
り
、
今
日
で
は
ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
と
い
う
用
語
は
、
人
間
学
で
は
な
く
人
類
学
の
文

で
は
、
な
ぜ
本
特
集
で
、
問
題
含
み
の
学
で
あ
る
こ
の
人
間
学
を
い
ま
さ
ら
な
が
ら
に
呼
び
出
し
、
し
か
も
、
イ
メ
ー
ジ
論
と

し
て
の
「
人
間
学
／
人
類
学
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
る
の
か
ー
。
そ
の
理
由
を
こ
こ
で
示
し
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
つ
ま
り
、
生
の
哲
学
の
流
れ
を
受
け
て
哲
学
的
人
間
学
が
提
唱
さ
れ
た
時
期
は
、

実
証
主
義
の
科
学
が
す
で
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
、
マ
ッ
ハ
や
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
生
理
学
を
と
お
し
て
、
人
間
の
知
覚
や
認
識
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
次
々
と
解
明
さ
れ
て
い
く
時
期
で
も
あ
っ
た
。
発
生
学
や
病
理
学
の
観
点
か
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
進
化
論
の
読
み

直
し
が
図
ら
れ
、
有
機
的
生
命
体
と
し
て
の
人
間
の
発
生
と
成
長
の
プ
ロ
セ
ス
が
細
か
に
呈
示
さ
れ
て
い
っ
た
。
人
間
に
つ
い
て

の
知
識
は
急
激
に
多
様
化
し
、
増
大
し
て
い
く
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
に
も
っ
と
も
直
接
的
に
寄
与
し
た
の
が
、
発

達
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
人
間
自
身
が
描
き
だ
し
て
い
っ
た
種
々
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
例
え

ば
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
に
よ
る

X
線
の
発
明
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
医
学
者
だ
け
が
目
に
す
る
特
別
な
領
域
で
あ
っ
た
生
き
た
人
間

の
身
体
の
内
部
ま
で
も
が
、
外
側
か
ら
の
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
、
多
く
の
人
び
と
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
増
大
す
る
知
識
と
イ
メ
ー
ジ
の
陰
で
、
「
人
間
と
は
な
に
か
」
と
い
う
カ
ン
ト
以
来
の
哲
学
の
問
い
が
、
と
も
す
れ
ば
、

み
ず
か
ら
の
方
法
と
意
義
を
見
失
い
か
ね
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
提
唱
し
た

哲
学
的
人
間
学
は
、
哲
学
に
と
っ
て
、
人
間
と
い
う
も
の
が
ま
す
ま
す
自
明
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
深
い
危
機

意
識
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
危
機
意
識
の
な
か
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
ヘ
の
批
判
が
お
の
ず
と
内
包
さ
れ
て

そ
こ
か
ら
百
年
近
く
を
経
た
今

H
、
一
方
で
は
、
プ
ル
ー
ラ
ル
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ヴ
、

コ
レ
ク
テ
イ
ヴ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ど
と
い
う
標
語
の
も
と
に
、
人
間
な
る
も
の
を
、
そ
の
曖
昧
さ
の
ま
ま
に
難
な
く
包
摂
で
き
る

か
の
よ
う
な
安
易
な
言
説
が
蔓
延
し
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
は
、
人
間
性
の
歴
史
に
も
は
や
見
切
り
が
つ
け
ら
れ
、
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー

脈
に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
が
常
と
な
っ
て
い
る
。
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マ
ン
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
在
り
方
が
云
々
さ
れ
て
も
い
る
。
い
ま
や
、
「
人
間
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
の
存
立
そ
の
も
の

が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
か
つ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
ら
が
感
じ
取
っ
た
危
機
の
影
は
、
い
っ
そ
う
深
い

闇
を
と
な
っ
て
、
時
代
の
エ
ー
ト
ス
を
呑
み
込
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
時
代
を
生
き
る
者
に
必
要
な
の
は
、
二
十
世
紀
の
哲
学
的

人
間
学
と
は
別
の
仕
方
で
、
つ
ま
り
、
人
間
の
自
由
や
ほ
か
の
存
在
に
対
す
る
優
位
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
の
不
自
由
さ

や
限
界
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
き
な
が
ら
、
人
間
自
身
の
不
透
明
性
や
不
確
か
さ
の
も
つ
意
味
を
省
み
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

イ
メ
ー
ジ
論
の
文
脈
で
い
う
な
ら
ば
、
人
間
を
、
イ
メ
ー
ジ
を
自
由
に
生
み
だ
し
操
る
主
体
と
し
て
前
提
す
る
こ
と
を
や
め
、
人

間
と
イ
メ
ー
ジ
の
関
係
を
、
別
の
視
点
で
一
か
ら
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
二
十
年
の
あ
い
だ
に
展
開
し
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
学
B
i
l
d
w
1
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

が
、
人
間
で
は
な
く
イ
メ
ー

ジ
の
側
に
行
為
主
体
と
し
て
の
自
発
性
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
だ
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
イ
メ
ー
ジ
学
の
提
唱

者
の
一
人
で
あ
る
美
術
史
家
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
、
人
間
を
、
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
や
っ
て
く
る
宿
り
木
の
よ
う
な
も
の

と
み
な
し
て
い
る
。
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
が
、
宿
り
木
と
し
て
の
人
間
の
受
動
性
を
、
夢
を
み
て
い
る
人
の
無
意
識
に
な
ぞ
ら
え
る
と
き
、

念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
フ
ロ
イ
ト
で
あ
る
。
す
で
に
一
九
一
―

-0年
代
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
に
共
鳴
し
、

み
ず
か
ら
は
経
験
し
て
い
な
い
「
歴
史
」
を
想
起
す
る
人
間
の
ま
な
ざ
し
を
、
個
人
と
い
う
経
験
主
体
を
超
え
た
次
元
の
主
体
性

と
い
う
ア
ポ
リ
ア
の
な
か
に
探
り
だ
そ
う
と
し
た
の
が
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
で
あ
っ
た
。
本
特
集
は
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク

と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
い
う
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
を
そ
れ
ぞ
れ
主
題
と
す
る
二
つ
の
寄
稿
論
文
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

[
 
I

I

一
木
順
子
]
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