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●
カ
ー
ル
・
Ｒ
・
ポ
パ
ー
『
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
神
話
―
―
科

学
と
合
理
性
の
擁
護
』
未
来
社
、

一
九
九
八
年

　

本
書
は
、
科
学
哲
学
者
カ
ー
ル
・
ポ

パ
ー
の
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代

ま
で
の
論
文
や
講
演
録
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
り
、
彼
の
比
較
的
初
期
の
論
考

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ポ
パ
ー
に

つ
い
て
は
、「
反
証
主
義
」
と
い
う
科

学
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ら
論
敵
と

の
間
の
論
争
が
有
名
で
あ
る
が
、
本
書

で
は
科
学
の
方
法
論
や
彼
が
唱
え
た
批

判
的
合
理
主
義
と
い
っ
た
哲
学
上
の
主

張
に
関
す
る
論
考
よ
り
も
、
知
の
追
求

に
お
け
る
基
本
姿
勢
と
い
っ
た
よ
う
な
、

い
さ
さ
か
規
範
的
な
議
論
が
中
心
的
に

展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

ポ
パ
ー
は
、
各
々
の
依
っ
て
立
つ
デ

ィ
シ
プ
リ
ン
や
学
問
的
な
立
場
、
す
な

わ
ち
「
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
を
共
有
し

　
「
地
域
研
究
者
」
と
名
乗
り
禄
を
食は

む
こ
と
は
や
十
余
年
。
職
業
人
と
し
て

の
折
り
返
し
地
点
も
過
ぎ
、
来
し
方
行

く
末
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
モ
ー
ド
に

入
り
つ
つ
あ
る
。
中
年
を
迎
え
た
地
域

研
究
者
は
不
安
で
あ
る
。
記
憶
力
を
は

じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
は
衰
え

は
じ
め
、
好
奇
心
も
枯
れ
気
味
だ
。
怠

け
心
も
歳
と
と
も
に
増
す
ば
か
り
。
そ

れ
な
の
に
、
激
し
く
変
化
す
る
途
上
国

の
経
済
社
会
状
況
は
地
域
研
究
者
が
モ

ッ
ト
ー
と
す
る
「
丸
ご
と
理
解
す
る
」

に
は
ま
す
ま
す
手
強
く
な
っ
て
い
き
、

そ
の
断
片
を
切
り
取
っ
て
分
析
し
よ
う

に
も
、
次
々
に
出
て
く
る
最
新
の
理
論

は
複
雑
化
、
先
鋭
化
す
る
一
方
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
時
は
現
実
逃
避
。
本
の
森
に

立
ち
寄
り
、
思
考
と
か
思
想
と
い
っ
た

抽
象
度
の
高
い
議
論
に
触
れ
て
、
研
究

者
と
し
て
の
初
心
に
か
え
れ
ば
心
の
平

安
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

て
い
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関

す
る
合
意
が
な
け
れ
ば
議
論
が
成
立
し

な
い
と
い
う
姿
勢
を
、「
神
話
」
で
あ

る
と
批
判
す
る
。
学
問
的
な
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
は
教
会
や
政
治
的
・
芸
術
的
信

条
が
行
う
の
と
同
様
に
、
そ
の
信
奉
者

を
互
い
に
結
び
つ
け
る
心
理
的
・
社
会

的
実
在
に
過
ぎ
な
い
と
喝
破
す
る
。

　

さ
ら
に
ポ
パ
ー
は
、
西
洋
中
心
主
義

や
マ
ル
ク
ス
主
義
ま
で
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
へ
の
過
度
の
信
奉
の
例
と
し
て
批
判

す
る
。
特
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
対
し

て
は
手
厳
し
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は

彼
ら
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
対
す
る
ど

ん
な
反
論
も
、
自
ら
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
と
一
致
す
る
と
解
釈
し
て
み
せ
、
そ

れ
が
困
難
な
場
合
は
、
そ
の
反
対
論
者

の
階
級
的
偏
見
か
ら
来
る
劣
等
感
情
の

代
償
だ
と
決
め
付
け
る
、
と
批
判
し
て

い
る
。

　

ポ
パ
ー
の
こ
の
主
張
は
、
論
敵
た
ち

と
の
あ
の
（
少
な
く
と
も
本
稿
筆
者
に

は
）
退
屈
な
論
争
の
当
事
者
の
も
の
と

し
て
は
意
外
に
感
じ
る
が
、
ポ
パ
ー
は
、

討
論
に
勝
利
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
は

な
く
、
自
分
や
反
対
者
の
立
場
に
つ
い

て
の
明
晰
な
理
解
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば

討
論
に
意
味
は
な
い
と
ま
で
述
べ
て
い

る
。
こ
の
信
念
ゆ
え
に
ポ
パ
ー
は
知
の

巨
人
に
な
り
得
た
の
だ
ろ
う
。
ポ
パ
ー

が
本
書
で
明
示
的
に
「
寛
容
」
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
は
い
な
い
が
、
わ
れ
わ

れ
地
域
研
究
者
も
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
に
対
し
て
こ
の
寛
容
さ
を
常
に

備
え
て
い
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

●
イ
リ
ヤ
・
プ
リ
ゴ
ジ
ン
／
イ
ザ

ベ
ラ
・
ス
タ
ン
ジ
ェ
ー
ル
『
混

沌
か
ら
の
秩
序
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
七
年

　

物
理
学
者
だ
け
で
な
く
、
中
年
地
域

研
究
者
に
と
っ
て
も
プ
リ
ゴ
ジ
ン
は
あ

こ
が
れ
で
あ
っ
た
。
現
実
社
会
の
混
沌

の
な
か
に
秩
序
の
パ
タ
ー
ン
を
見
出
し

理
論
化
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
社
会
科
学

の
徒
に
と
っ
て
も
究
極
の
仕
事
だ
な
ど

と
夢
想
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

正
直
に
告
白
す
れ
ば
、
何
度
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
も
、
筆
者
は
本
書
を
最
後
ま
で

読
み
通
せ
た
た
め
し
が
な
い
。
世
界
中

で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
一
般
向
け

の
書
と
は
い
え
、
非
線
形
熱
力
学
と
い

う
分
野
は
手
に
余
る
。

●特　●集
本の森への道案内

　

中
年
地
域
研
究
者
は
本
の
森
に
迷
う

坂
田 

正
三

［
地
域
研
究
（
ベ
ト
ナ
ム
）］
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し
か
し
、
ア
ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー

（『
第
三
の
波
』
の
著
者
）
に
よ
る
本
書

の
ま
え
が
き
（「
科
学
と
変
化
」）
な
ら

何
度
か
読
み
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

お
手
軽
に
本
書
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
（
と
い
う
だ

け
）
で
は
な
い
。
こ
の
ま
え
が
き
が
、

プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
も
た
ら
し
た
科
学
思
想

に
お
け
る
歴
史
的
な
転
換
の
意
味
を
分

か
り
や
す
く
解
説
し
て
く
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

ト
フ
ラ
ー
の
解
説
に
よ
る
と
、
一
八

世
紀
に
完
成
し
た
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
主

義
」
科
学
の
体
系
は
、
初
期
条
件
に
よ

っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
決
定
さ
れ
、
す

べ
て
の
事
象
は
機
械
の
歯
車
の
よ
う
に

組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
世
界
観

を
持
つ
。
こ
の
、
世
界
が
時
計
仕
掛
け

で
あ
り
、
安
定
、
秩
序
、
均
衡
の
構
造

を
分
析
す
る
こ
と
が
科
学
で
あ
る
と
す

る
思
想
を
覆
し
た
の
が
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の

新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。

　
「
プ
リ
ゴ
ジ
ン
主
義
」
で
は
、
実
在

の
事
象
の
ほ
と
ん
ど
は
無
秩
序
、
不
安

定
、
多
様
性
、
非
線
形
（
小
さ
な
入
力

が
大
き
な
結
果
の
引
き
金
に
な
り
う
る

こ
と
）
か
ら
な
る
「
ゆ
ら
い
で
」
い
る

部
分
系
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
ゆ
ら
ぎ
は
あ
る
閾
値
を
境

に
カ
オ
ス
、
す
な
わ
ち
系
の
分
解
に
向

か
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
よ
り
分
化
し

た
高
い
秩
序
の
部
分
系
の
形
成
に
向
か

う
（
自
己
組
織
化
）
こ
と
も
あ
り
う
る
。

こ
の
「
部
分
」
と
「
全
体
」
の
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
関
係
の
精
緻
な
理
論
化
は
、

熱
力
学
と
い
う
特
殊
な
学
問
世
界
に
と

ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
経
済
活
動
、
た
と

え
ば
人
口
と
食
料
の
問
題
や
集
団
に
よ

る
協
調
行
動
の
分
析
に
も
新
た
な
光
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

ト
フ
ラ
ー
は
さ
ら
に
、
プ
リ
ゴ
ジ
ン

の
理
論
を
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
資
本
、
労

働
力
の
投
入
を
基
礎
と
し
た
産
業
社
会

か
ら
情
報
と
技
術
革
新
を
資
源
と
す
る

高
度
技
術
社
会
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち

「
第
三
の
波
」
の
社
会
の
興
隆
が
起
き

て
い
る
と
い
う
自
ら
の
主
張
に
重
ね
合

わ
せ
て
い
る
。

●
三
中
信
宏
『
分
類
思
考
の
世

界
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇

〇
九
年

　

現
役
で
活
躍
中
の
生
物
学
者
に
よ
る

歴
史
書
で
あ
る
。
本
書
の
著
者
自
身
の

主
張
は
他
の
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
は
近
代
分
類

学
の
父
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン
ネ
以

来
三
〇
〇
年
の
歴
史
を
持
つ
生
物
体
系

学
す
な
わ
ち
「
分
類
学
」
の
歴
史
の
な

か
の
先
人
た
ち
の
功
績
を
つ
む
ぎ
、
生

物
学
の
枠
を
超
え
て
「
分
類
す
る
」
と

い
う
行
為
自
体
の
意
味
の
変
遷
を
綴
っ

て
い
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
自
然
物
を
蒐
集
し
博
物

館
に
陳
列
す
る
こ
と
が
学
問
と
さ
れ
て

い
た
時
代
は
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
時

代
に
終
わ
り
、「
記
載
の
科
学
」
は

「
分
類
の
科
学
」
に
転
換
し
た
と
い
う

（
二
一
世
紀
の
地
域
研
究
者
が
直
面
し

て
い
る
転
換
と
よ
く
似
て
い
る
で
は
な

い
か
）。
以
来
、
目
の
前
の
も
の
の
構

造
的
パ
タ
ー
ン
を
発
見
し
て
整
理
す
る

こ
と
が
、
自
然
を
理
解
す
る
こ
と
と
同

義
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
生

物
に
お
け
る
分
類
は
厄
介
な
作
業
で
あ

る
。
そ
の
集
合
に
属
す
た
め
の
必
要
十

分
条
件
を
挙
げ
る
や
り
方
で
定
義
し
て

い
て
は
、
カ
モ
ノ
ハ
シ
の
よ
う
な
想
定

外
の
生
物
（
卵
か
ら
生
ま
れ
る
が
母
乳

で
育
つ
そ
う
だ
）
が
「
発
見
」
さ
れ
る

と
、
と
た
ん
に
混
乱
に
陥
る
。
ま
た
、

時
空
を
超
え
て
そ
の
生
物
が
生
物
的
に

「
同
じ
」
と
み
な
せ
る
の
か
（
細
胞
レ

ベ
ル
で
は
昨
日
の
私
と
今
日
の
私
は
同

一
で
は
な
い
）
と
い
う
問
題
も
議
論
の

種
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
物
学
に

も
自
然
科
学
を
超
え
た
論
理
学
的
あ
る

い
は
哲
学
的
な
問
い
が
常
に
付
き
ま
と

っ
て
い
る
点
が
お
も
し
ろ
い
。

　

本
書
の
重
要
な
指
摘
は
、
分
類
す
る

側
の
認
知
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
。
科
学
者

た
ち
と
い
え
ど
も
中
立
的
か
つ
客
観
的

に
物
事
を
み
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要

だ
と
い
う
。
科
学
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ

と
は
、
現
在
主
流
派
の
学
説
が
ど
の
よ

う
な
文
脈
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
か

を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
一
方
、
忘
却
の

か
な
た
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
学
説
に

つ
い
て
知
る
こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
旧
ソ
連
時
代
に
い
か
に
誤

っ
た
学
説
が
政
治
力
を
背
景
に
主
流
化

さ
れ
て
い
た
か
が
描
か
れ
て
い
て
興
味

深
い
が
、
学
説
が
時
に
研
究
者
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
や
政
治
・
社

会
的
背
景
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
り
も
す

る
と
い
う
事
実
は
常
に
注
意
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

　

自
然
科
学
の
思
考
・
思
想
か
ら
は
多

く
の
刺
激
を
受
け
、
啓
蒙
さ
れ
た
よ
う

な
気
に
も
な
る
。
し
か
し
、
当
た
り
ま

え
の
こ
と
だ
が
、
抽
象
度
の
高
い
議
論

は
具
体
的
に
役
立
つ
ア
ド
バ
イ
ス
は
与

え
て
く
れ
な
い
。
ど
う
し
た
ら
ポ
パ
ー

の
寛
容
性
が
身
に
付
く
の
か
。
ど
う
し

た
ら
ト
フ
ラ
ー
の
よ
う
に
図
々
し
く
ノ

ー
ベ
ル
賞
学
者
と
自
分
の
説
が
同
じ
だ

と
主
張
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
結

局
、
中
年
地
域
研
究
者
は
本
の
森
の
な

か
で
迷
う
の
で
あ
る
。

（
さ
か
た　

し
ょ
う
ぞ
う
／
ア
ジ
ア
経

済
研
究　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅱ
研
究
グ
ル
ー

プ
）


