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一

　
　
　
志
向
性
と
志
向
的
な
言
語
　
心
と
も
の
の
は
た
ら
き
を
区
別
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
、
志
向
性

　
　
（
睡
三
①
匿
。
轟
｝
ξ
）
の
概
念
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
心
の
は
た
ら
き
は
、
…
一
少
く
と
も
「
考
え
る
」
、
「
信
ず
る
臨
、
「
疑
う
」
と
い
っ
た

　
　
一
群
の
動
詞
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
作
用
は
、
つ
ね
に
何
か
を
志
向
す
る
、
と
さ
れ
る
。
思
想
は
何
か
に
つ
い
て
の
思
想
で
あ
る
。
雷
語
に

　
　
即
し
て
考
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
或
る
種
の
心
的
な
作
用
ま
た
は
状
態
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
志
向
性
を
ふ
く
む
言
語
を
用
い
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
志
向
性
を
心
理
的
な
も
の
の
本
質
と
み
る
チ
ズ
ル
ム
は
、
志
向
的
な
文
の
微
表
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。

　
　
　
㈹
　
　
「
か
れ
は
火
星
人
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
」
と
い
う
文
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
火
星
人
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
情
報
を
受

　
　
け
と
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
Φ
滋
。
。
3
艮
延
冒
℃
o
暴
を
も
た
な
い
文
は
志
向
的
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
「
信
ず
る
」
・
「
疑
う
」
な
ど
の
動
詞
が
文
法
上
従
属
文
（
副
文
章
）
を
と
る
よ
う
な
文
、
い
わ
ゆ
る
鷲
○
唱
。
訟
鉱
○
⇔
巴
自
費
¢
鋤
①
は

　
　
志
向
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
従
属
文
の
真
理
篠
は
全
体
の
真
理
値
が
定
ま
っ
て
も
決
ま
ら
な
い
。

　
　
　
㈹
　
名
辞
（
叶
Φ
厭
ヨ
）
の
お
き
か
え
に
よ
っ
て
真
理
値
が
変
り
う
る
よ
う
な
用
法
を
ふ
く
む
言
語
は
志
向
的
で
あ
る
。
太
郎
の
詑
述
が

　
　
「
こ
の
町
で
一
番
背
の
高
い
男
」
で
あ
る
と
き
、
　
「
私
は
太
郎
を
知
っ
て
い
る
」
が
真
で
あ
っ
て
も
「
私
は
こ
の
町
で
一
番
背
の
高
い
男
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4
　
を
知
っ
て
い
る
」
は
真
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
「
私
は
か
れ
よ
り
も
五
セ
ン
チ
背
が
低
い
」
の
よ
う
な
構
文
で
は
上
の
よ
う
な
動
揺
が

　
　
起
き
る
こ
と
が
な
い
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
区
別
徴
表
に
狙
い
を
つ
け
た
上
で
チ
ズ
ル
ム
が
主
張
す
る
こ
と
は
、
第
…
に
、
物
的
な
現
象
を
詑
述
す
る
の
に
は
志
向
的
な

　
　
言
語
は
要
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
或
る
種
の
心
的
な
現
象
を
記
述
す
る
た
め
に
は
志
向
的
な
言
語
を
便
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
も

　
　
し
く
は
物
的
な
こ
と
を
記
述
す
る
と
き
に
は
必
要
で
な
か
っ
た
よ
う
な
謡
彙
が
要
る
か
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
簡
単
に
は
、
志
向

　
　
的
な
言
語
に
よ
っ
て
し
か
記
述
で
き
な
い
よ
う
な
事
実
が
あ
り
、
そ
れ
を
心
理
現
象
と
よ
ぷ
、
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ

　
　
の
主
張
の
正
し
さ
を
み
と
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
心
理
現
象
と
物
理
現
象
と
は
べ
つ
の
世
界
の
で
き
ご
と
で
あ
る
、
と
い
う
二
元
論
を

　
　
そ
の
ま
ま
含
意
す
る
と
は
言
え
な
い
。
　
（
チ
ズ
ル
ム
の
意
図
も
こ
の
二
元
論
の
主
張
に
あ
る
と
は
み
え
な
い
。
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
今
世
紀
の
心
理
学
に
お
い
て
は
行
動
主
義
（
げ
①
｝
峯
く
ご
工
ω
ヨ
）
の
強
力
な
運
動
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
基
本
的
な
主
張

　
　
は
、
消
極
的
に
は
、
内
観
（
貯
鍾
○
。
。
℃
①
o
鉱
○
霞
）
を
心
理
研
究
の
信
頼
し
う
る
基
底
と
し
て
は
排
斥
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
積
極
的
に
は
、

　
　
心
理
学
で
つ
か
わ
れ
る
概
念
は
す
べ
て
行
動
ま
た
は
行
動
の
傾
向
に
関
す
る
観
察
語
句
（
o
び
ω
無
く
〔
三
§
愛
染
ヨ
ω
）
に
よ
っ
て
定
義
で
き
る

　
　
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
〃
心
理
学
老
と
し
て
の
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
使
用
す
る
概

　
念
は
…
…
”
と
い
う
の
で
な
く
、
す
べ
て
の
心
理
学
上
の
概
念
が
観
察
言
語
へ
還
元
さ
れ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

　
　
は
一
見
方
法
論
的
に
み
え
な
が
ら
、
は
な
は
だ
哲
学
的
な
提
言
で
あ
っ
た
と
雷
っ
て
よ
い
。
こ
の
“
哲
学
的
行
動
主
義
”
の
原
理
が
正
し

　
　
く
、
か
つ
そ
こ
で
添
わ
れ
て
い
る
観
察
言
語
が
志
向
性
の
言
語
と
は
独
立
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
さ
き
の
チ
ズ
ル
ム
の
命
題
は
く
ず
れ

　
　
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
チ
ズ
ル
ム
の
戦
略
は
、
精
神
の
作
燭
を
し
め
す
語
句
を
ふ
く
む
文
を
と
り
、
そ
れ
ら
が
志
向
的
で
な
い
文
に
翻

　
訳
し
つ
く
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
し
て
、
哲
学
的
行
動
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
＊
O
｛
。
O
謀
ω
び
9
夢
湾
．
ζ
Q
、
ω
①
艮
魯
8
ω
筈
。
暮
ぴ
無
Φ
＜
陣
謬
σ
q
．
”
ぎ
、
o
ら
ミ
ミ
謡
¢
。
¢
ミ
、
瞬
ぎ
》
、
、
臼
田
ミ
無
ミ
謡
恥
ミ
蹄
童
郭
（
吟
縮
㎝
ム
①
）
”
H
b
。
O
I
謀
Q
。
9

　
　
　
　
刃
。
箕
ぎ
8
鎌
霧
隠
お
猷
ω
δ
昌
。
・
ぎ
加
ミ
ミ
罵
き
ミ
¢
ミ
ミ
偽
勧
§
黙
馬
ぎ
職
＄
§
｝
セ
ミ
恥
簿
ミ
N
聴
b
。
（
H
⑩
α
G
。
ン
蟄
O
I
黛
り
．
か
れ
の
著
書
評
博
・
題
ご
匙
喰
％



ト
き
職
亀
愚
ミ
ら
ミ
働
ミ
魯
（
緊
げ
⇔
o
餌
”
日
り
㎝
刈
￥
0
罫
×
H
も
ほ
ぼ
團
じ
論
旨
で
あ
る
。

：二

　
　
　
行
動
主
義
的
手
法
の
限
界
…
「
意
味
」
の
意
味
　
心
の
は
た
ら
き
の
一
象
面
と
し
て
こ
こ
で
は
、
思
想
（
簿
。
鐸
σ
q
霧
）
を
取
り
あ
げ
よ

　
　
う
。
た
だ
し
デ
カ
ル
ト
な
ど
の
用
語
よ
り
ず
っ
と
狭
く
と
っ
て
、
概
念
的
（
o
O
昌
。
①
℃
ε
巴
）
な
．
．
ぼ
σ
q
び
残
箕
o
o
①
の
ω
、
．
だ
け
を
指
す
こ
と

　
　
に
す
る
。
（
「
思
想
」
は
正
確
に
言
え
ば
「
思
想
の
作
用
」
（
．
効
9
畠
讐
◎
轟
馨
．
）
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
必
ず
し
も
作
用
一

　
　
内
容
－
鰐
象
と
い
う
図
式
に
言
暫
ハ
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
「
思
考
」
（
．
蚤
艮
ヨ
σ
q
．
）
と
い
う
と
蔓
質
的
な
感
じ
が
強
い
よ
う
に

　
　
思
わ
れ
る
の
で
、
用
い
な
い
。
）
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
思
想
に
つ
い
て
行
動
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ど
こ
ま
で
進
め
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
か
と
い
う
点
か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
或
る
ひ
と
躍
の
思
想
を
た
し
か
め
る
た
め
に
、
或
る
適
当
な
剃
戟
状
況
を
与
え
た
と
き
、
諾
の
観
察
可
能
な
行
動
が
反
応
と
し
て
得
ら

　
　
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
際
の
テ
ス
ト
条
件
は
、
t
す
な
わ
ち
刺
戟
状
況
お
よ
び
反
応
と
し
て
選

　
　
ば
れ
る
も
の
は
、
o
＜
舞
け
な
言
語
行
動
（
く
興
ぴ
巴
げ
Φ
｝
築
く
δ
回
）
で
あ
る
。
素
撲
に
考
え
る
と
、
¢
が
耳
聞
の
文
、
㌧
”
．
に
対
し
て
肯
定
的

　
　
な
反
応
を
示
す
と
き
、
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
、
¢
は
ρ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
　
「
、
㌧
～
、

　
　
が
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
肯
定
的
反
応
が
あ
る
」
と
い
う
と
き
の
「
な
ら
ば
」
の
用
法
が
、
ふ
つ
う
の
条
件
法
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、

　
　
定
義
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
“
傾
向
”
（
駐
℃
○
ω
譲
8
）
と
い
う
概
念
を

　
　
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と

　
　
　
ω
　
必
は
ρ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
削
記
は
ソ
を
発
言
す
る
（
¢
簿
①
目
）
〃
傾
向
”
を
も
つ

　
　
と
書
け
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
協
で
な
く
と
も
、
“
意
味
”
が
同
じ
で
あ
れ
ば
記
号
と
し
て
は
異
っ
て
い
て
も
よ
い
か
ら
、
　
「
ア
」
の

　
　
後
に
「
ま
た
は
そ
れ
と
同
じ
意
味
の
（
。
・
罹
⇔
o
曙
ヨ
。
霧
）
任
意
の
交
」
と
追
加
す
る
か
、
あ
る
い
は
S
を
任
意
の
文
と
し
て
、
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㈲
　
灘
は
ρ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
櫟
（
㊤
ω
）
（
灘
は
S
を
発
言
す
る
”
傾
向
”
を
も
つ
・
S
は
ρ
を
意
味
す
る
）

と
で
も
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
偶
ジ
ョ
ン
は
、
雨
が
降
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る

　
㈱
　
ジ
ョ
ン
は
「
雨
が
降
っ
て
い
る
」
を
発
言
す
る
“
傾
向
”
を
も
つ

に
お
い
て
、
ジ
。
ン
が
日
本
語
を
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
㈹
か
ら
ω
を
帰
結
す
る
こ
と
は
誤
り
と
な
る
。
し
か
し
㈲
は

　
㈲
ジ
ョ
ン
は
．
H
け
冨
第
ぎ
ぎ
σ
q
．
を
発
言
す
る
〃
傾
向
”
を
も
つ

　
㈹
　
．
騨
冨
鑓
ぼ
ぎ
σ
q
、
は
、
繭
が
降
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
連
立
と
型
置
で
あ
る
。
こ
こ
で
㈹
は
意
味
論
上
の
話
（
。
。
¢
ヨ
§
臨
。
鼠
舞
ω
o
o
に
錺
①
）
に
属
す
る
言
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
際
の
「
意

味
」
の
意
味
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
は
抽
象
的
関
係
の
記
述
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
行
動
の
記
述
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

　
ω
　
英
謡
の
．
悼
冨
毒
凶
猛
昌
α
q
．
は
、
人
間
の
言
語
行
動
の
う
ち
で
、
日
本
語
の
「
雨
が
降
っ
て
い
る
」
と
同
じ
役
割
（
H
O
δ
）
を
演
じ

　
　
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
言
語
の
学
習
は
刺
戟
一
反
応
と
い
う
関
係
を
基
本
に
す
る
、
と
い
う
広
く
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る

見
解
を
み
と
め
る
な
ら
、
ω
か
ら

　
㈲
　
英
語
国
警
が
．
H
甑
ω
義
心
貯
σ
Q
、
を
使
用
す
る
た
め
の
因
果
系
列
と
、
臼
本
諾
国
昆
が
「
雨
が
降
っ
て
い
る
」
を
使
用
す
る
た
め
の

　
　
因
果
系
列
と
が
相
似
で
あ
る

こ
と
が
帰
結
す
る
。
音
心
味
論
的
言
明
は
言
語
行
動
の
一
般
的
傾
向
な
い
し
習
慣
に
つ
い
て
の
記
述
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
㈲
と
ω
の
間
に
は
同
義
性
が
成
立
し
な
い
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
英
語
へ
の
訳
丈
を
作
っ
て
み
る
。

　
的
．
H
二
。
。
邑
鉱
詣
、
（
ぎ
守
讐
路
）
ヨ
Φ
嘗
q
。
凡
こ
蛎
・
・
ミ
ミ
薦

　
（



　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
ロ
　
ロ

　
乃
　
．
H
肯
謎
箋
ヨ
臼
σ
螢
、
（
ぎ
同
瓢
α
q
訪
げ
）
覚
避
ω
続
Φ
ω
飴
漢
①
き
H
①
餌
ω
．
》
ヨ
Φ
α
q
⇔
津
簿
⑦
・
解
¢
．
（
ヨ
冨
℃
簿
質
霧
①
）
脅

　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
英
語
国
民
は
こ
の
一
対
の
文
を
示
さ
れ
た
と
き
、
日
本
語
を
知
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
7
に
肯
定
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

㈹
を
理
解
す
る
ひ
と
は
暗
黙
の
う
ち
に
、
　
「
爾
が
降
っ
て
い
る
」
が
臼
本
語
と
し
て
演
ず
る
役
割
の
リ
ハ
…
サ
ル
を
し
た
た
め
に
、
ω
を

帰
結
で
き
た
の
で
あ
る
。
㈲
は
ω
に
対
し
て
副
次
的
情
報
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
リ
ハ
ー
サ
ル
を
命
じ
た
の
で
あ
り
、
ω
あ
る
い
は
㈹

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
仮
設
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
上
の
形
の
意
味
論
的
言
明
、
翻
訳
の
た
め
の
鋳
型
は
、
言
語
行
動

の
傾
向
の
記
述
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
よ
う
な
記
述
を
或
る
条
件
の
も
と
で
は
含
意
す
る
と
み
ら
れ
る
。
前
者
は
後
者
に
つ
い
て
の
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

報
を
o
o
コ
〈
①
団
は
す
る
け
れ
ど
も
霧
ω
⑦
博
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
も
言
わ
れ
る
。

　
＊
Ω
■
○
び
錘
。
ダ
｝
．
○
難
○
霞
b
趨
、
も
。
§
m
ぞ
ω
冨
。
出
ω
霞
8
ヨ
。
㌶
。
・
◎
h
霧
8
三
8
き
篇
ぴ
無
量
“
、
》
㌔
ミ
◎
鴇
動
囲
O
（
巳
㎝
O
）
鴇
り
？
り
O
．
涛
Φ
鷲
ぼ
梓
鼠
ぼ

　
　
筆
、
翫
象
愚
、
運
§
ミ
》
㌧
器
含
蔑
防
（
○
義
。
民
“
お
置
ソ
目
謡
∴
口
G
。
費

　
＊
‡
「
．
…
博
ヨ
Φ
§
。
。
一
」
と
い
う
鋳
型
の
身
軽
に
つ
い
て
、
o
挑
G
り
亀
霞
。
。
“
芝
．
銃
紅
§
亀
”
詳
、
・
昏
§
嵩
ミ
♪
ミ
ミ
沁
§
蟄
含
（
團
U
O
嵩
山
O
昌
”
　
H
Φ
α
ら
Q
）
”
δ
？

　
　
置
9
δ
同
ム
①
鳥
”
ト
こ
圃
甲
ト
ニ
G
o
ゲ
も
ゆ
＝
1
鍵
9
Q
Q
Q
o
卜
Ω
一
ω
c
Q
9
も
○
㎝
無
．

　
　
　
な
お
、
セ
ラ
…
ズ
は
、
そ
れ
自
身
は
詑
述
的
で
な
い
書
函
が
紀
述
的
な
需
品
を
含
意
す
る
と
い
う
事
情
は
、
道
徳
上
の
発
欝
の
場
合
と
類
比
的
に

　
　
理
解
で
き
る
と
欝
っ
て
も
い
る
。
　
「
畷
を
つ
く
な
」
と
い
う
命
令
は
欝
憤
で
な
い
が
、
こ
の
命
令
が
意
味
を
も
つ
社
会
で
は
、
そ
の
発
言
の
主
体
の

　
　
心
理
や
行
動
の
傾
向
に
つ
い
て
の
紀
寺
を
奮
意
し
う
る
、
と
書
え
る
。
そ
れ
は
〃
麟
然
主
義
的
選
允
”
と
は
劉
の
こ
と
で
あ
る
、
と
。
○
魯
、
竃
ぎ
〔
剛
”

　
　
ヨ
①
§
ぎ
α
q
“
餌
轡
匙
ぴ
①
贈
戸
く
δ
嬬
、
》
筆
」
靴
8
ミ
v
ミ
ら
ミ
警
』
ミ
帖
象
恥
（
む
縫
）
》
G
。
G
。
ら
伊

三
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思
想
の
志
向
性
と
意
味
の
“
志
向
性
”
　
埋
る
種
の
過
程
！
こ
こ
で
は
思
想
…
を
述
べ
る
文
章
は
、
行
動
主
義
の
言
語
（
じ
d
o
H
罠
亨

ざ
巴
霧
Φ
）
に
還
元
で
き
な
い
よ
う
な
性
格
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
意
味
論
上
の
話
を
ふ
く
む
と
い
う
こ
と
は
、
後
者
が
じ
つ
は
心
的
な
話

（
導
②
艮
巴
鎌
ω
o
O
g
凄
ρ
ヨ
①
三
門
｝
3
節
）
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
さ
き
の
チ
ズ
ル
ム
の
規
準
を
み
と

哲
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め
れ
ば
、
意
昧
論
上
の
言
賜
は
志
向
的
な
言
語
の
微
表
を
備
え
て
い
る
。
例
え
ば

　
　
　
衙
　
英
語
の
．
σ
q
鍵
p
け
”
は
巨
人
を
意
味
す
る

　
　
は
正
し
い
け
れ
ど
「
巨
人
が
存
在
す
る
」
を
も
、
そ
の
否
定
を
も
含
意
し
な
い
。
ま
た
、
㈲
や
㈲
で
は
指
示
で
は
な
く
て
意
味
が
問
題
と

　
　
さ
れ
て
い
る
以
上
、
不
可
選
別
者
同
一
の
原
理
が
使
え
な
い
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
チ
ズ
ル
ム
は
自
然
言
語
に
お
け
る
意
味
（
内
包
）
の

　
　
定
義
を
試
み
た
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
方
法
を
批
評
し
て
、
意
味
の
定
義
に
は
、
言
語
の
使
用
者
の
行
動
ま
た
は
そ
の
傾
向
を
記
述
す
る
だ
け
で

　
　
は
足
り
な
い
の
で
あ
っ
て
、
心
的
な
・
従
っ
て
志
向
的
な
語
句
、
例
え
ば
♂
⑦
｝
δ
〈
①
、
鴇
．
門
司
Φ
、
堕
．
鋤
8
Φ
讐
、
等
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
ぷ

　
　
い
と
論
じ
た
。
内
容
的
話
法
で
の
べ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
と
ば
の
“
意
味
が
わ
か
る
”
の
は
、
心
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
の
こ

　
　
と
だ
、
と
も
言
わ
れ
よ
う
。
　
…
般
に
、
記
号
が
有
意
味
で
あ
る
の
は
、
記
号
が
考
え
を
表
現
（
賃
箕
①
の
ω
）
す
る
か
ら
で
あ
り
、
記
号
が
何

　
　
か
を
指
す
の
は
、
考
え
が
或
る
対
象
を
志
向
す
る
　
（
〃
…
…
に
つ
い
て
”
と
い
う
性
格
〔
筈
。
旨
謬
①
ω
。
。
〕
を
も
つ
）
か
ら
だ
と
い
う
、
古

　
　
典
的
な
考
想
が
呼
び
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
こ
の
考
想
の
も
と
で
は
、
文
章
が
有
意
味
で
あ
る
の
は
、
思
想
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
㈲
　
プ
は
ρ
を
音
脚
味
す
る

　
　
の
は
、

　
　
　
㈱
　
ソ
は
思
想
診
の
表
現
で
あ
る
・
診
は
ρ
を
志
向
す
る

　
　
か
ら
で
あ
る
。
チ
ズ
ル
ム
は
鶴
は
㈲
に
よ
っ
て
、
意
味
の
志
向
性
は
思
想
の
志
向
性
に
よ
っ
て
、
分
析
さ
れ
る
と
言
う
。
こ
の
際
「
分
析
」

　
　
の
語
義
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
後
者
が
前
者
の
源
泉
（
も
陰
O
¢
周
O
①
）
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
の
は
、
言
語
行
動
が
ま
っ
た
く
な
い
と
仮

　
　
醸
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
（
い
か
に
貧
弱
な
内
容
と
な
る
に
せ
よ
）
思
想
を
も
ち
う
る
が
、
そ
の
反
対
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
想
定
に

　
　
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
鋤
の
鋳
型
を
手
に
入
れ
た
の
ち
初
め
て
ω
を
作
り
出
す
こ
と
を
意
味
し
な
い

　
　
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
思
想
の
カ
テ
ゴ
リ
～
が
意
味
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
方
法
論
上
先
立
つ
こ
と
は
必
然
で
な
い
。
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チ
ズ
ル
ム
は
㈹
が
㈲
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
る
こ
と
を
「
生
き
も
の
は
ふ
つ
う
の
物
的
な
も
の
が
も
た
ぬ
奇
妙
な
特
性
（
志
向
性
）
を
も

つ
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
読
み
か
え
、
㈲
が
⑯
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
る
こ
と
を
「
し
る
し
（
臼
鋤
昏
ω
）
や
音
は
生
き
も
の
や
他
の
物
的
な
も

の
が
も
た
な
い
奇
妙
な
特
性
を
も
つ
」
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
特
性
は
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
P
と
い
う
問
い
方
は
誤
解
の
も
と
で
も

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
に
「
…
…
は
特
性
∬
を
も
つ
し
の
形
式
的
話
法
へ
の
読
み
か
え
は
「
．
…
聴
…
．
は
（
特
性
）
記
述
的
で
あ
る
」

で
あ
ろ
う
か
ら
。
と
こ
ろ
で
㈹
は
記
述
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
“
し
る
し
や
音
”
（
ρ
）
の
言
語
に
お
け
る
機
能
（
役
割
）
に
つ
い
て
の
記

述
を
引
き
出
す
た
め
の
鋳
型
で
あ
る
。
　
（
こ
の
事
情
は
将
棋
の
駒
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
桂
馬
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
、
そ
の
機
能
に
つ

い
て
の
誉
明
を
含
意
す
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
…
…
の
形
を
し
、
材
質
は
…
…
で
…
…
漏
と
い
っ
た
言
明
が
記
述
で
あ
る
の
と
、
少
く
と
も

間
じ
意
味
の
記
述
で
は
な
い
こ
と
と
類
比
的
で
あ
ろ
う
。
）

　
セ
ラ
…
ズ
も
ま
た
、
言
明
は
思
想
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
古
典
的
な
解
釈
を
支
持
す
る
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
言
語
に
つ
い
て
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ぶ

た
め
の
意
味
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
精
神
の
作
用
（
志
向
性
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
し
た
。
た
だ
し
「
必

は
ツ
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
る
」
は
、
　
「
必
と
い
う
概
念
を
も
つ
人
が
ツ
と
い
う
概
念
を
も
た
な
い
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
」
を
含
意
す

る
と
取
ら
れ
た
。
そ
こ
で
セ
ラ
ー
ズ
は
わ
れ
わ
れ
が
精
神
の
作
用
の
言
謡
の
使
用
を
、
人
間
行
動
の
発
展
の
ど
の
段
階
ま
で
延
期
で
き
る

か
と
い
う
思
考
実
験
（
か
れ
の
形
容
で
は
“
ミ
ュ
ー
ト
ス
”
）
を
試
み
た
。

　
躊
発
点
で
与
え
ら
れ
る
の
は
〃
も
の
”
言
語
（
論
理
の
文
法
を
含
め
て
）
で
あ
る
。
こ
の
言
語
に
よ
っ
て
傾
向
や
因
果
関
係
が
よ
く
表

現
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
わ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
　
こ
こ
で
は
肯
定
的
な
答
を
前
提
し
て
お
く
。
す
る
と
こ
の
し
d
①
げ
ゆ
く
－

δ
お
。
・
㊦
を
装
備
し
た
切
①
貴
く
δ
圏
韓
は
、
か
れ
の
属
す
る
社
会
の
人
び
と
の
。
く
①
罪
な
言
語
行
動
と
そ
の
傾
向
あ
る
い
は
習
慣
を
記
述

す
る
ば
か
り
で
な
く
、
非
i
言
語
的
な
（
言
語
外
の
）
状
況
と
雷
語
行
動
と
の
あ
い
だ
の
因
果
関
係
を
荊
戟
i
反
応
の
図
式
で
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
そ
れ
は
例
え
ば
ス
キ
ナ
ー
流
の
分
析
で
あ
り
、
ま
だ
生
理
学
的
説
明
で
は
な
い
。
）

　
こ
の
〃
行
動
学
”
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
通
じ
て
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
メ
タ
言
語
、
す
な
わ
ち
翻
訳
の
た
め
の
鋳
型
が
導
入

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
　
　
　
意
殊
と
志
向
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

684　
　
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
（
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
そ
れ
は
行
動
主
義
の
内
部
で
は
組
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
）
と
こ
ろ
で
こ
の
拡
張
さ
れ
た
“
も

　
　
の
”
言
語
の
み
を
使
用
し
（
精
神
の
作
用
を
指
示
す
る
誉
語
を
も
た
な
い
）
人
び
と
の
行
動
を
観
察
し
～
般
化
す
る
〃
行
動
学
者
”
は
、

　
　
か
れ
ら
が
。
〈
Φ
暴
な
言
語
行
動
を
伴
わ
ず
に
一
驚
の
合
理
的
な
行
動
を
示
す
と
い
う
事
実
を
、
思
想
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
こ
の
段
階
で
は
“
心
の
内
に
”
と
い
う
含
み
は
必
要
で
な
い
。
）
す
な
わ
ち
、
太
郎
が
ソ
と
い
う
発
言
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
先

　
　
立
っ
て
、
太
郎
が
ρ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
（
ρ
一
思
想
を
も
つ
）
と
い
う
過
程
が
あ
り
、
ψ
は
そ
の
表
現
（
賃
鷲
霧
臨
○
コ
）
な
の
で

　
　
あ
る
と
説
環
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
思
想
は
ホ
ッ
ブ
ズ
風
に
一
蓋
の
心
像
だ
と
解
さ
れ
る
に
は
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
始
め
と
終
り
を
も
つ

　
　
と
い
う
意
味
で
事
件
（
o
℃
ゲ
＆
Φ
）
で
あ
り
、
晴
と
し
て
。
〈
Φ
塁
な
言
語
行
動
と
し
て
完
結
す
る
。

　
　
　
思
想
の
雷
明
は
、
そ
の
身
分
に
お
い
て
は
、
観
察
言
明
で
も
傾
向
の
言
明
で
も
な
く
、
ま
た
ラ
イ
ル
の
言
う
“
定
言
命
題
と
仮
言
命
題

　
　
の
合
の
子
”
（
事
件
〔
o
覧
。
。
◎
瓢
漁
。
。
象
誕
Φ
毫
。
）
と
傾
向
と
の
両
面
を
指
示
す
る
と
み
え
る
文
）
で
も
な
く
、
理
論
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
指

　
　
示
さ
れ
て
い
る
思
想
は
、
物
理
学
に
お
け
る
長
さ
の
概
念
や
温
度
の
概
念
と
同
じ
よ
う
な
地
位
の
理
論
的
構
成
（
錘
①
o
器
口
。
巴
o
o
霧
霞
ζ
o
肝
）

　
　
〔
仮
設
的
存
在
｝
彰
℃
o
子
9
。
蹴
①
巨
ξ
〕
で
あ
る
。
思
想
は
あ
る
種
の
行
動
を
説
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、
行
動
に
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な

　
　
い
け
れ
ど
、
そ
の
確
認
の
具
体
的
方
針
を
与
え
る
も
の
は
行
動
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
他
人
の
心
に
関
す
る
言
明
を
、
観
察
（
報
告
）
の

　
　
つ
み
重
ね
と
、
意
味
論
上
の
仮
定
と
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
（
8
ご
頴
上
白
）
す
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
説
明
が
“
隠
れ
た
性
質
”
へ
訴
え
た
も
の
で
な
い
か
ど
う
か
の
検
証
に
は
、
モ
デ
ル
の
概
念
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
⑯

　
　
と
鋤
の
関
係
に
戻
る
と
、

　
　
　
働
　
ψ
が
ρ
を
意
味
す
る
の
は
、
ψ
が
思
想
診
を
表
現
し
、
オ
は
ρ
を
志
向
す
る
か
ら
で
あ
る

　
　
と
い
う
説
明
は
、
㈲
が
ω
と
い
う
〃
一
暦
基
本
的
な
も
の
”
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
㈹
は
働
を
モ
デ
ル
と
し
て
理
解
さ

　
　
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
モ
デ
ル
理
論
の
例
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
気
体
運
動
論
を
取
ろ
う
。
気
体
の
圧
力
は
、
そ
の
モ
デ
ル
に
お
い

　
　
て
は
、
乱
雑
な
運
動
を
す
る
気
体
分
子
が
容
器
の
壁
に
完
全
弾
性
衝
突
を
し
て
及
ぼ
す
力
の
総
和
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
モ
デ
ル
を
つ
く



　
　
る
こ
と
の
意
義
は
、
単
に
原
型
に
対
し
わ
れ
わ
れ
に
な
じ
み
深
い
表
象
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
重
点
は
モ
デ
ル
に
関
し
て

　
　
理
論
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
、
上
の
例
で
は
古
典
力
学
が
適
用
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
「
モ
デ
ル
」
の
用
法
で
あ
る
と

　
　
す
れ
ば
、
。
。
Φ
ヨ
§
賦
。
⇔
＝
亀
（
が
ヨ
Φ
葺
巴
酬
巴
渥
の
モ
デ
ル
な
の
で
あ
り
、
志
向
性
の
モ
デ
ル
は
意
味
関
係
で
あ
る
。
思
想
が
ぎ
謬
鴇

　
　
ら
・
℃
㊦
o
島
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
用
法
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
心
の
内
で
心
血
的
心
像
の
活
動
写
真
が
上
映
さ
れ
る
こ
と
で
は
な

　
　
い
。
従
っ
て
、
鋤
は

　
　
　
㈲
　
オ
は
ぎ
器
裸
ω
℃
㊦
①
o
び
に
お
い
て
、
辱
、
が
或
る
書
語
に
お
い
て
演
ず
る
の
と
、
岡
じ
役
割
を
演
ず
る

　
　
を
含
意
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
含
意
関
係
の
モ
デ
ル
は
、
　
「
点
語
」
の
う
ち
の
表
現
E
は
、
ρ
を
意
味
す
る
」
と
い
う
意
味
論
上
の
図

　
　
式
が

　
　
　
㈱
　
し
の
う
ち
の
E
は
、
べ
つ
の
言
譜
U
の
表
現
．
特
、
と
同
じ
役
割
を
演
ず
る

　
　
を
含
意
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
し
か
し
思
想
が
と
く
に
§
ミ
、
，
の
℃
Φ
①
。
プ
で
あ
る
と
器
わ
れ
る
た
め
に
は
、
別
の
面
か
ら
議
論
の
補
強
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ

　
　
わ
れ
は
日
常
、
ヨ
Φ
客
受
象
ω
o
O
¢
諺
。
を
使
っ
て
、
内
観
（
内
省
）
報
告
を
つ
く
り
、
少
く
と
も
そ
の
限
り
で
は
自
己
の
思
想
に
関
し
て

　
　
嶺
三
ぼ
σ
q
①
飢
蓉
。
霧
の
を
も
っ
と
信
じ
ら
れ
る
。
セ
ラ
ー
ズ
は
、
人
び
と
の
洋
語
行
動
は
思
想
の
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
、
自
分

　
　
の
傷
心
識
の
報
告
に
こ
の
思
想
の
点
語
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
例
え
ば
、
太
郎
と
次
郎
が
上
の
思
想
…
理
論
を
学
ん
で
い
る
な

　
　
ら
ば
、
太
郎
が
、
次
郎
の
行
動
の
観
察
に
も
と
ず
い
て
「
次
郎
は
ρ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
」
と
い
う
言
明
を
つ
く
る
状
況
で
は
、

　
　
次
郎
は
同
じ
証
拠
に
よ
っ
て
「
私
は
ρ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
」
と
い
う
無
明
を
つ
く
れ
る
。
そ
し
て
次
郎
は
し
だ
い
に
、
行
動
の

　
　
観
察
と
推
理
な
し
に
、
上
の
よ
う
な
描
写
を
つ
く
る
こ
と
を
学
証
し
て
い
く
。
こ
れ
が
内
省
報
告
で
あ
っ
て
、
そ
の
学
覆
は
、
太
郎
ら
の

　
　
他
人
が
、
次
郎
が
内
省
報
告
を
す
る
際
の
状
況
が
「
次
郎
は
♪
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
」
を
確
認
さ
せ
る
と
き
に
は
肯
定
を
、
そ
う

　
　
で
な
い
と
き
に
は
否
定
を
与
え
て
い
く
こ
と
で
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
①
葺
9
＝
矢
野
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
内
省
報
告
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意
味
と
志
向
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

70
4
　
を
行
う
の
は
、
理
論
的
な
欝
明
が
報
告
的
（
器
℃
〇
書
く
①
）
な
用
法
を
“
獲
得
”
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊
○
｛
．
O
げ
置
プ
巳
琶
”
労
掌
冠
．
o
特
．
ら
母
巳
お
よ
び
、
諺
ご
。
δ
○
鵠
○
霞
コ
9
℃
、
。
9
ヨ
。
曽
巳
づ
σ
q
鋤
雛
財
団
臨
Q
ゆ
”
、
ミ
職
N
覇
愚
ミ
ら
ミ
ヒ
聾
黛
匙
龍
砺
0
（
ド
リ
①
㎝
）
｝
◎
o
“
一
c
Q
P

　
　
　
＊
＊
こ
の
節
全
般
に
関
し
て
、
参
照
、
ω
Φ
萄
拳
鳩
薯
●
愚
．
亀
§
Ω
回
“
＜
●
（
．
麟
ヨ
豆
甑
鼠
ω
ヨ
§
（
一
夢
Φ
嘗
“
臨
。
の
O
覚
彰
O
隔
日
ぎ
岱
、
》
当
初
発
表
場
所
は

　
　
　
　
藁
ミ
ミ
旨
ミ
恥
欝
ミ
品
等
N
導
馬
翠
篭
豪
州
δ
・
駄
硫
黛
§
ら
♪
μ
（
一
㊤
㎝
①
）
）
特
に
謬
＆
ふ
O
■
ω
①
蕾
β
芝
●
俸
O
ぼ
警
。
｝
3
戸
竃
こ

　
　
　
　
、
ぎ
富
口
獣
0
5
巴
詳
楓
§
瓢
酔
げ
Φ
彗
φ
巨
巴
、
（
往
復
書
簡
）
、
」
《
凡
ミ
ミ
旨
ミ
偽
ミ
ミ
翁
帥
（
お
q
O
。
）
鴇
α
O
刈
ふ
ら
。
P

四

　
心
身
問
題
　
　
“
心
身
問
題
の
解
決
”
と
し
て
し
ば
し
ば
提
出
さ
れ
る
同
一
説
（
ζ
窪
叶
ξ
藩
①
・
曙
）
を
詳
論
す
る
こ
と
は
、
妾
薗
の
論

題
で
は
な
い
け
れ
ど
、
概
念
的
思
想
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
　
“
高
級
な
”
精
神
作
用
と
さ
れ
る
思
想
の
ほ

う
が
、
感
覚
よ
り
も
、
物
的
な
過
程
と
の
同
一
に
楽
っ
て
困
難
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
が
注
臼
さ
れ
る
。
赤
く
見
え
る
と
い

う
感
覚
ま
た
は
鑓
≦
諭
旨
を
、
一
勝
の
生
理
学
的
過
程
に
還
元
す
る
こ
と
に
対
す
る
根
づ
よ
い
反
論
は
、
そ
の
生
理
過
程
そ
の
も
の
は

赤
く
な
い
、
　
と
い
う
こ
と
に
要
約
さ
れ
よ
う
。
　
こ
の
論
法
は
し
か
し
思
想
に
つ
い
て
は
的
は
ず
れ
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
覚
（
ω
①
牢

恥
≦
9
。
器
昌
①
ω
ω
）
　
に
お
い
て
は
、
思
想
が
概
念
的
な
様
損
で
は
な
く
、
直
接
経
験
と
し
て
現
前
し
て
い
る
、
と
す
る
の
は
、
感
覚
や
心
像
の

場
合
と
の
混
同
に
も
と
ず
く
か
ら
で
あ
る
。
内
省
報
告
は
そ
れ
自
体
心
身
の
二
元
論
に
言
質
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
仮
設
さ
れ

た
存
在
と
し
て
の
思
想
を
、
そ
の
質
的
な
相
に
お
い
て
は
神
経
生
理
学
的
過
程
と
賦
①
馨
鴇
渇
す
る
こ
と
に
は
、
基
本
的
な
困
難
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
形
式
的
話
法
に
よ
る
な
ら
、
思
想
の
言
萌
の
記
述
的
用
法
は
、
神
経
生
理
学
の
語
彙
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
よ
い
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
言
わ
れ
る
同
一
は
、
ほ
ん
も
の
と
写
し
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
と
い
っ
た
風
な
同
一
で
は
な
く
て
、
二
つ
の
言

語
の
問
で
の
指
示
の
同
】
で
あ
る
。

　
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
困
惑
を
ま
ね
く
一
つ
の
事
情
は
、
思
想
と
い
う
領
域
を
も
ち
こ
む
と
き
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
思
想
あ
と



思
想
碗
と
が
同
一
と
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
書
語
の
次
元
に
モ
デ
ル
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
思
想
の
同
一
は
指
示
の
同
一

で
は
な
く
（
同
じ
も
の
に
つ
い
て
異
っ
た
思
想
を
も
ち
う
る
か
ら
）
、
意
味
の
同
一
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ク
ワ
イ

ン
が
力
説
す
る
よ
う
に
、
自
然
言
語
に
お
い
て
は
意
味
の
同
一
（
ω
団
⇔
O
⇔
蜜
ヨ
累
）
を
定
め
る
こ
と
は
、
或
る
範
囲
よ
り
先
で
は
、
同
義
性

（
分
析
性
）
に
つ
い
て
の
仮
説
に
も
と
ず
い
て
翻
訳
を
す
す
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
仮
説
ど
う
し
の
論
理
的
関
係
は
確
定
で
き

て
も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
全
体
と
し
て
の
言
語
と
は
両
立
し
う
る
か
ら
、
ど
れ
が
“
正
し
い
”
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
さ
き
に
示
し
た
翻
訳
の
鋳
型
も
、
あ
る
程
度
の
岡
義
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
一
方
、
脳
の
神
経
生
理
学
的
過
程
に
よ
っ
て
思
想
の
同
一
を
確
定
す
る
こ
と
も
論
理
的
構
想
と
し
て
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の

と
き
も
わ
れ
わ
れ
は
脳
の
状
態
（
そ
れ
は
す
で
に
§
ぞ
段
ω
巴
で
あ
る
）
を
個
々
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
れ
ら
の
統
計
的
な
性
質
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
不
確
定
な
要
素
を
ふ
く
む
こ
と
に
な
る
。
思
想
過
程
と
脳
の
過
程
と
の
岡
一
は
、
対
臨

の
多
数
の
ケ
ー
ス
か
ら
〃
帰
納
”
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
理
論
上
の
仮
設
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
の
は
、
二
つ

の
言
語
の
あ
い
だ
の
書
き
か
え
の
一
般
的
方
針
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
針
が
確
認
の
手
つ
づ
き
に
耐
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
一
々
の
対
応
の

書
き
上
げ
は
不
可
欠
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
般
に
科
学
理
論
に
お
い
て
、
例
え
ば
化
学
的
性
質
が
ミ
ク
ロ
物
理
学
的
性
質
に
還
元
さ

れ
る
と
い
う
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
銭
窪
鉱
浄
匿
。
づ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
心
身
問
題
に
お
け
る
同
一
説
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、

「
同
一
」
の
用
法
を
約
束
し
た
上
で
、
そ
の
モ
デ
ル
の
洗
錬
に
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
＊
こ
の
点
の
詣
摘
と
し
て
、
9
ζ
母
島
P
沁
」
≦
．
、
○
コ
ド
欝
。
≦
ぎ
σ
q
冒
げ
9
①
〈
ぎ
σ
q
”
陛
｝
ρ
ぎ
罷
ご
σ
q
》
、
き
袋
こ
ミ
N
ミ
，
§
靴
象
。
暗
｝
陀
α
り
（
H
り
①
卜
⊃
）
”
α
G
。
O
ム
O
ρ
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MeaRing　aRd　lntentienality

by　Jun一一ichi　Tsuchiya

　　In　discussing　the　problem　whether　or　not　that　sort　of　mental　discourse

which　involves　terms　like　‘thinl〈’，　’believe’，　is　translatahle　．into　the　language

of　purely　behavioral　description，　both　Wilfrid　Sellars　and　R．　M．　Chisholm

reject　behavioristic　recluctionism　and　stress　the　need　of　metalinguistic　cliscourse．

Chisholm，　however，　asserts　that　semantical　relations　are　to　be　analyzed　in

terms　of　the　intentionality　of　thoughts．　whereas　Sellars　emphasizes　that　the

semantical　statement　“p’　means　p’　can　be　analyzed　without　introducing　the

concept　of　intentionality　or　aboutness　of　thoughts，　though　Sellars　accepts　the

classical　view　that　a　statement　is　the　expression　of　a　thought　as　an　inner

episode．

　　In　principle　we　can　use　semantical　vocabulary　before　we　learn　mental　talk．

Semantical　talk　is　the　model　of　mental　talk，　and　in　this　sense，　thoughts　are

to　be　construed　as　inner　speech　；　we　can　use　theoretical　statements　about　the

mental　as　introspective　reports　after　we　have　leamed　them　as　the　statements

of　theoretical　explanation．　1£　we　can　posit　thoughts　as　theoretical　constructs，

we　can　also　identify　them　with　the　neuro－physiological　processes　in　their

descriptive　or　qualitative　aspect．
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