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行
動
主
義
が
、
現
代
の
心
理
学
体
系
の
中
で
、
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
敢
え
て
こ
こ
で
指
摘
す
る
必
要
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
行
動
主
義
と
呼
ぶ
の
は
、
学
習
の
事
態
に
お
い
て
、
刺
激
と
有
機
体
の
反
応
と
を
客
観
的
に
測
定
し
う
る
こ
と
の
重

要
性
を
強
調
す
る
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
の
と
っ
て
い
る
心
理
学
に
対
す
る
基
本
的
態
度
を
指
し
て
い
る
。
科
学
的
認
識
の
客
観
的
公
共

性
を
心
理
学
に
お
い
て
も
強
く
要
請
す
る
こ
の
人
々
は
、
心
理
学
の
理
論
構
成
の
基
礎
事
実
と
し
て
、
客
観
的
に
記
述
測
定
で
き
る
刺
激
一

反
応
の
対
応
関
係
を
最
も
重
視
し
、
心
的
過
程
は
行
動
か
ら
の
推
論
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
行
動
の
説
賜
は
刺
激
と

反
応
の
連
合
法
則
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
従
っ
て
行
動
主
義
者
は
同
時
に
殆
ん
ど
連
合
主
義
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
理
論
は
人
に
よ
っ
て
種
々
異
な
り
、
定
着
し
た
唯
一
の
行
動
理
論
あ
る
い
は
行
動
主
義
理
論
と
い
う
も
の
は
、
今
日
ま
だ
な
い
。
ト
ル

マ
ン
、
ガ
ス
リ
、
ハ
ル
、
ス
キ
ナ
ァ
ら
の
名
が
、
ワ
ト
ソ
ン
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
行
動
主
義
主
張
を
現
代
に
ま
で
洗
練
し
て
き
た
代
表
的
心

理
学
者
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
が
（
自
軍
ζ
⇔
簑
鋤
鼠
薯
．
｝
田
鋸
×
”
ω
透
。
墓
§
山
夢
⑦
g
霧
一
口
℃
。
。
饗
ぎ
δ
σ
q
ざ
ド
8
。
。
9
や
窃
O
）
、

こ
れ
ら
の
人
々
の
理
論
乃
至
基
本
構
想
も
各
々
主
張
を
異
に
し
て
、
独
自
の
立
場
を
発
展
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
ト
ル
マ
ン
は
、
自
か
ら

行
動
主
義
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
強
く
主
張
し
っ
っ
他
の
並
々
の
よ
う
に
行
動
を
鋼
激
－
反
応
の
分
子
論
的
な
（
ヨ
。
同
①
o
巳
霞
）
連
合
と
し

て
扱
う
の
を
排
し
、
環
境
に
対
す
る
適
応
的
活
動
と
し
て
の
行
動
の
全
体
的
な
（
白
。
賦
H
）
特
性
一
自
的
性
一
！
を
重
視
し
、
認
知
過

程
、
記
号
学
習
を
行
動
に
お
け
る
中
心
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
た
。
刺
激
一
反
至
宝
の
連
合
で
は
な
く
、
刺
激
と
記
号
ゲ
シ
タ
ル
ト
問
の

連
合
を
問
題
と
し
、
む
し
ろ
レ
ヴ
ィ
ン
や
ブ
ル
ン
ス
ウ
ィ
ッ
ク
に
近
い
立
揚
に
た
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
ハ
ル
は
、
刺
激
一
反
慈
問
の
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結
合
を
学
習
の
中
心
的
な
も
の
と
し
、
こ
の
結
合
に
働
く
強
化
の
機
能
の
基
底
に
要
求
低
下
な
る
仮
説
的
過
程
を
置
い
て
、
極
め
て
ω
○
，

勺
匡
銑
8
8
さ
れ
た
理
論
体
系
を
た
て
る
こ
と
に
力
め
た
。
ガ
ス
リ
ー
は
刺
激
i
反
応
の
結
合
を
同
晴
連
合
の
み
で
説
棄
し
う
る
と
し
、

そ
の
立
場
は
最
も
純
粋
に
連
合
論
的
で
あ
る
。
条
件
づ
け
ら
れ
た
行
動
に
含
ま
れ
る
運
動
が
刺
激
を
生
じ
、
刺
激
複
合
を
変
容
さ
せ
る
こ

と
が
行
動
の
複
雑
化
を
来
す
と
す
る
。
ス
キ
ナ
ァ
は
強
化
を
極
め
て
重
視
す
る
が
、
ハ
ル
の
如
く
そ
の
基
底
に
仮
説
的
生
理
的
過
程
を
置

く
理
論
化
を
排
し
、
刺
激
と
反
応
と
の
間
の
連
舎
の
強
化
と
い
う
よ
り
は
、
自
発
的
（
o
篇
舜
導
）
反
応
と
強
化
と
の
間
の
連
合
が
主
た
る

関
心
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
経
験
的
記
述
的
に
強
化
の
事
実
を
積
み
上
げ
、
斯
る
経
験
的
知
見
の
早
急
な
一
般
化
を
警
戒
し
、
そ
の

徹
底
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
は
有
機
体
自
身
の
内
部
活
動
を
問
題
に
せ
ず
、
①
営
讐
累
o
H
σ
q
き
び
露
の
語
に
値
す
る
極
端
な
外
面
主
義

（
℃
Φ
暑
冨
邑
冨
ヨ
）
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
代
表
的
と
さ
れ
る
人
々
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
の
考
え
か
た
は
著
し
く
異
な
っ
て
お

り
、
寧
ろ
、
新
ら
し
い
行
動
主
義
は
こ
れ
ら
の
異
論
間
の
論
争
を
通
じ
て
発
展
し
て
来
、
発
展
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
メ

ル
ト
ン
が
一
九
五
〇
年
の
心
理
学
年
報
で
「
過
宏
二
〇
年
間
の
実
験
的
、
理
論
的
発
展
は
ト
ル
マ
ン
と
ハ
ル
と
の
対
立
理
論
の
影
響
の
下

に
進
展
し
た
」
（
》
・
芝
9
奪
取
。
戸
ピ
窪
量
⇒
α
Q
’
》
口
讐
既
潟
Φ
三
①
≦
。
｛
評
聴
財
。
ざ
σ
q
ざ
く
9
『
ド
8
ρ
つ
り
）
と
述
べ
て
い
る
如
く
、
行
動
主

義
的
研
究
の
中
に
お
け
る
学
説
総
崩
剋
は
、
む
し
ろ
互
い
に
欠
を
補
っ
て
行
動
の
行
動
主
義
的
解
明
に
資
し
て
来
た
。
こ
れ
ら
の
理
論
の

相
違
点
は
細
部
に
至
っ
て
は
極
め
て
末
梢
的
な
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
最
も
大
き
な
論
点
は
、
学
習
に
お
け
る
パ
ブ
ロ
フ
的
問
題
と
ソ

ー
ン
ダ
イ
ク
的
問
題
と
を
い
か
に
理
論
的
に
統
一
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
パ
ブ
ロ
フ
に
従
え
ば
学
習
は
刺
激
代
替
で
あ
り
、

ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
に
よ
れ
ば
反
応
代
替
で
あ
る
。
即
ち
前
者
に
お
い
て
は
条
件
づ
け
の
反
復
に
よ
り
同
じ
反
応
に
対
し
新
し
い
刺
激
が
記
号

と
し
て
の
機
能
を
も
つ
に
至
る
こ
と
が
学
習
で
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は
同
じ
状
況
に
於
て
試
行
錯
誤
に
よ
り
無
効
連
合
が
消
央
し
有
効

連
舎
が
新
反
応
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
が
学
習
で
あ
る
。
刺
激
の
代
替
か
反
応
の
代
替
か
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
そ
の
機
制
に
お
い
て
単

な
る
接
近
連
合
か
反
応
の
強
化
か
と
い
う
問
題
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
一
見
背
反
し
て
み
え
る
事
実
に
ど
う
い
う
統
一
的
な
説
明
を
与
え
る

か
と
い
う
点
で
、
接
近
連
合
か
ら
試
行
錯
誤
を
誘
導
し
て
強
化
を
重
視
し
な
い
立
場
、
強
化
を
基
と
し
て
条
件
づ
け
は
そ
の
副
産
物
と
見
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る
立
湯
、
或
い
は
両
者
を
媒
介
的
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
立
場
な
ど
の
主
張
の
相
違
が
あ
り
、
更
に
学
習
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
刺
激
一

反
応
の
結
含
関
係
を
中
心
と
み
る
か
、
刺
激
乃
至
状
況
の
意
味
変
化
、
認
知
構
造
の
変
化
を
中
心
と
み
る
か
な
ど
の
相
違
に
よ
っ
て
、
多

様
な
学
説
的
対
立
を
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
行
動
主
義
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
一
つ
の
理
論
的
立
場
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
僅
々

の
心
理
学
に
対
す
る
態
度
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
然
ら
ば
何
が
行
動
主
義
的
態
度
の
特
色
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
如
く
、
こ
の
人
々
は
心
理
学
に
お
い
て
も
科
学
的
な
客
観
的
公
共
的
な

認
識
を
強
く
要
請
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
態
度
は
、
心
理
学
が
客
観
的
な
科
学
で
あ
る
た
め
に
は
当
然
の
こ
と
で
、
ワ
ト
ソ
ン
の
行
動

主
義
主
張
が
、
過
去
の
内
観
心
理
学
か
ら
の
脱
却
を
企
図
し
た
と
い
う
歴
史
的
基
盤
を
除
い
て
は
、
今
日
敢
え
て
行
動
主
義
と
特
に
呼
ぶ

必
要
も
な
い
心
理
学
の
基
本
的
方
法
論
的
立
場
で
あ
ろ
う
。
行
動
主
義
に
よ
っ
て
心
理
学
の
客
観
化
は
著
し
く
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
心

理
学
に
お
い
て
客
観
的
立
場
を
と
る
も
の
が
す
べ
て
行
動
主
義
だ
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
感
覚
、
知
覚
の
領
域
で
は
、
客
観
的
な
方

法
論
を
と
り
な
が
ら
、
行
動
主
義
と
は
自
他
と
も
に
考
え
て
い
な
い
研
究
者
も
多
い
の
で
あ
る
。

　
行
動
主
義
は
確
か
に
方
法
に
嘗
て
客
観
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
碕
心
理
学
と
い
う
科
学
に
値
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
行
動

主
義
と
し
て
特
色
づ
け
る
の
は
、
心
的
過
程
を
行
動
か
ら
推
論
す
る
と
い
う
基
本
的
態
度
で
あ
り
、
そ
の
根
本
に
於
て
意
識
を
意
動
的
に

回
避
し
て
き
た
と
い
う
態
度
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
行
動
主
義
的
研
究
が
虫
と
し
て
動
物
実
験
を
も
と
と
し
て
行
な
わ
れ
て

き
た
こ
と
も
、
実
験
の
便
宜
さ
と
い
う
事
情
の
外
に
、
こ
の
意
識
回
避
の
態
度
の
現
わ
れ
と
見
る
こ
と
も
強
弁
で
は
あ
る
ま
い
。

　
マ
ウ
ラ
ァ
は
、
内
観
主
義
の
失
敗
に
伴
う
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
二
丈
と
が
、
行
動
主
義
と
い
う
新
運
動
を
発
生
せ
し
め
た
と
い
う

表
現
を
用
い
て
い
る
（
○
．
寓
．
鎮
◎
甫
話
卜
い
＄
旨
旨
α
q
昏
⑦
o
臨
①
。
・
磐
儀
盛
Φ
。
。
《
讐
び
。
ぽ
鷺
0
8
ω
。
。
窃
．
H
ゆ
①
O
》
ワ
謡
N
）
Q
こ
の
外
傷
的
経
験
に

意
識
の
概
念
が
結
合
し
て
お
り
、
こ
の
傷
は
未
だ
に
癒
え
ず
、
意
識
は
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
行
動
的
科
学
へ
の
脅
威
を
意
味
す
る
と
い

う
人
も
あ
る
（
納
気
無
量
”
O
。
諺
。
δ
話
器
。
・
即
び
Φ
募
く
卿
。
お
舞
山
℃
㊤
。
。
自
Q
ぽ
￥
勺
ω
饗
劉
菊
Φ
＜
」
皆
無
①
b
。
」
掌
。
。
お
）
。
従
っ
て
今
日
行
動
の
墓

礎
の
上
に
纒
つ
た
科
学
を
発
展
せ
し
め
る
の
に
成
功
し
た
心
理
学
者
の
意
識
へ
の
否
定
的
態
度
は
、
意
識
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
実
験
を
初
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め
つ
つ
あ
る
神
経
外
科
学
者
を
当
惑
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
｝
国
●
男
需
沼
気
”
竃
Φ
畠
露
凶
の
霧
◎
｛
器
宅
。
器
一
艮
Φ
α
q
箋
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9
碧
伽
8
霧
。
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二
－

　
　
勺
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§
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L
昌
ぴ
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鄭
ヨ
⑦
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眩
ω
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ω
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．
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。

　
　
　
こ
れ
ら
の
引
用
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
動
主
義
的
研
究
の
潮
流
に
は
、
意
識
的
現
象
を
意
心
的
に
回
避
し
て
き
た
強
い
底
流
が
あ

　
　
つ
た
。
そ
れ
が
マ
ウ
ラ
ァ
や
ナ
ッ
チ
ン
の
い
う
よ
う
な
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
や
外
傷
に
よ
る
反
動
形
成
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
心
理
学

　
　
の
客
観
化
と
い
う
方
法
論
的
要
講
の
外
に
、
行
動
主
義
を
特
色
づ
け
る
色
彩
と
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
ア

　
　
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
動
主
義
的
心
理
学
の
心
し
い
実
験
研
究
と
ω
o
勺
翫
。
。
膏
舞
Φ
さ
れ
た
諸
々
の
理
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
果
し
て
人
々
が

　
　
心
理
学
に
期
待
す
る
人
間
の
精
神
活
動
の
理
解
に
、
応
え
ら
れ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
危
惧
を
、
専
門
外
の
人
々
に
は
も
と
よ
り
、
心
理

　
　
学
者
殊
に
臨
床
心
理
学
の
領
域
の
人
々
の
中
に
も
抱
か
せ
る
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
行
動
主
義
が
反
擁
し
た
内
観
心
理
学
は
、
周
知
の
如
く
諸
々
の
難
点
を
露
黒
し
た
。
殊
に
内
観
法
が
思
考
、
認
知
、
学
習
過
程
に
用
い

ら
れ
る
に
つ
れ
、
決
定
的
な
困
難
に
到
達
し
た
。
意
識
的
経
験
の
記
述
自
体
が
困
難
で
あ
り
、
認
知
、
思
考
過
程
を
意
識
的
経
験
で
定
義

す
る
こ
と
を
疑
わ
し
め
た
。
訓
練
や
強
化
に
よ
っ
て
実
効
は
上
る
の
に
過
程
の
意
識
は
却
っ
て
消
失
し
、
従
っ
て
意
識
的
過
程
が
働
く
の

で
な
く
意
識
さ
れ
な
い
実
効
を
も
つ
過
程
の
重
要
性
が
明
白
に
な
っ
て
き
た
。
内
観
法
が
最
も
効
果
を
発
揮
し
た
感
覚
、
知
覚
の
領
域
で

も
、
例
え
ば
鼻
音
の
高
さ
を
比
較
す
る
場
合
、
前
音
の
イ
メ
ー
ジ
乃
至
意
識
的
現
出
が
な
い
こ
と
が
分
っ
て
見
れ
ば
、
二
士
の
意
識
的
比

較
な
ど
い
う
の
は
無
意
味
と
な
る
。
オ
ス
グ
ッ
ド
（
ρ
瞬
○
諮
o
o
匙
”
9
0
夢
○
儀
碧
恥
二
冨
。
曙
ぎ
Φ
巷
翌
翌
①
艮
鋤
一
甥
団
畠
○
ぴ
σ
q
零
μ
㊤
α
ω
．
や

鐙
。
。
占
）
は
思
考
要
撃
に
お
け
る
内
観
法
の
欠
陥
を
要
約
し
て
、
の
内
観
的
デ
ー
タ
は
検
証
で
き
ぬ
。
◎
内
観
以
外
の
重
要
な
デ
ー
タ
が
無

視
さ
れ
る
。
＠
離
島
報
告
は
思
考
の
鏡
映
で
は
な
い
。
㈱
思
考
の
結
果
は
観
察
さ
れ
て
も
、
思
考
過
程
自
身
は
観
察
さ
れ
得
な
い
。
の
四

点
を
あ
げ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
内
観
法
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
言
語
が
意
識
的
経
験
の
忠
実
な
反
映
で
あ
る
と
か
、
人
間
の
心
は
本

来
同
一
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
は
す
べ
て
自
己
観
察
に
現
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
か
の
素
朴
な
仮
定
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
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い
う
。
思
考
を
一
般
に
心
的
活
動
に
置
き
か
え
れ
ば
、
右
の
指
摘
は
一
般
に
あ
て
は
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
内
観
法
に
よ
っ
て

意
識
乃
至
心
理
過
程
を
分
析
、
記
述
す
る
こ
と
が
不
十
分
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
科
学
的
方
法
と
し
て
適
切
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
行
動
主
義
運
動
の
意
識
否
定
は
、
初
め
は
専
ら
こ
の
方
法
論
上
の
理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
内
観
法
の
欠
陥
は
右
の
如
く
内
観
心
理
学

自
身
の
中
か
ら
も
露
塁
さ
れ
て
き
て
い
た
し
、
コ
ム
ト
、
モ
ー
プ
レ
ー
ら
の
仏
英
の
実
証
主
義
哲
学
者
か
ら
も
鋭
く
筆
墨
さ
れ
て
い
た
。

動
物
心
理
の
研
究
は
内
観
法
に
よ
ら
な
い
実
験
的
、
観
察
的
研
究
の
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
っ
た
し
、
殊
に
ロ
シ
ア
の
反
射
学
的
客
観
的
心

理
学
は
セ
チ
ョ
！
ノ
フ
に
続
い
て
パ
ブ
ロ
フ
、
ベ
ヒ
テ
レ
フ
に
よ
っ
て
大
い
な
る
発
展
の
道
に
あ
っ
た
。
内
観
法
の
否
定
は
行
動
主
義
の

独
壇
場
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
ワ
ト
ソ
ン
は
、
内
観
法
否
定
の
時
勢
の
上
に
、
動
物
心
理
学
の
方
法
と
原
理
を
人
間
に
適
用
す
る
こ
と
を

大
胆
に
提
案
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
人
間
の
意
識
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
は
し
な
か
っ
た
。
例
え
ば

　
　
「
心
理
学
に
は
、
ヤ
！
キ
ス
の
語
を
用
い
れ
ば
、
純
粋
に
心
的
な
も
の
の
世
界
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
心
理
学
に
と
つ

　
て
最
善
と
す
る
諸
方
策
は
、
実
際
上
意
識
、
今
臼
心
理
学
者
に
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
で
の
意
識
を
無
視
す
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
心

　
的
な
る
も
の
の
領
域
が
実
験
的
研
究
に
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
私
は
実
質
的
に
否
定
し
た
。
現
在
の
所
、
そ
れ
以
上
間
題
に
深
入
り

　
し
た
く
な
い
。
必
然
的
に
形
而
上
学
に
は
い
り
こ
む
か
ら
。
も
し
諸
鱈
が
行
動
主
義
者
に
も
他
の
自
然
科
学
者
が
用
い
る
の
と
同
じ
仕

　
方
で
意
識
を
用
い
る
権
利
を
許
す
な
ら
、
即
ち
、
意
識
を
観
察
の
特
殊
な
対
象
と
す
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
を
許
す
な
ら
、

　
私
の
書
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
す
べ
て
許
し
た
こ
と
に
な
る
（
い
ζ
ご
．
芝
葺
ω
o
費
勺
超
翁
9
0
σ
q
団
p
。
ω
鋳
Φ
び
Φ
ゲ
薯
一
二
翼
誌
㊦
蓄
賭
℃
ω
献
ず
。
囲
●

　
殉
㊥
〈
■
お
H
。
。
b
。
O
●
嵩
○
。
∴
ミ
．
や
ミ
心
）
。
」

と
い
う
ワ
ト
ソ
ン
の
語
に
よ
っ
て
も
、
意
識
を
否
定
す
る
の
で
な
く
内
観
法
に
よ
る
特
別
な
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
非
科
学
性
を
強

調
す
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ワ
ト
ソ
ン
と
共
に
、
行
動
主
義
の
有
力
な
支
持
者
で
あ
っ
た
ハ
ン
タ
ァ
も

　
　
「
行
動
主
義
者
の
著
作
を
簡
単
に
点
検
す
る
だ
酵
で
彼
が
五
感
を
も
た
な
い
人
間
で
は
な
い
こ
と
が
確
信
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
生

　
き
て
お
り
、
心
理
学
者
（
内
観
心
理
学
者
の
意
…
筆
者
註
）
も
一
般
人
も
等
し
く
認
め
て
い
る
同
じ
事
物
や
事
件
の
世
界
に
生
き
て
い
る
こ

　
　
　
　
行
動
主
義
と
意
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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哲
学
研
究
　
第
五
省
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

　
と
を
、
極
め
て
率
直
に
承
認
し
て
い
る
。
だ
か
ら
心
理
学
考
に
、
そ
の
敵
（
行
動
主
義
者
の
意
…
筆
者
註
）
が
こ
れ
ら
の
も
の
の
存
在
を

　
否
定
す
る
な
ど
と
い
わ
れ
る
に
は
及
ぶ
ま
い
（
≦
．
ω
■
嵩
§
8
誉
譲
鴇
げ
。
ご
び
q
団
碧
岱
鎚
艮
ξ
o
も
。
き
簿
ざ
δ
○
．
諸
霞
。
一
毛
§
（
o
島
）
い
℃
昌
－

　
。
ぎ
ご
σ
q
δ
。
。
亀
H
8
9
δ
8
．
や
○
。
り
）
。
」

と
い
い
、
た
だ
主
観
主
義
者
（
心
理
学
者
）
に
よ
っ
て
意
識
と
い
わ
れ
る
現
象
が
、
感
覚
刺
激
と
こ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
言
藷
反
応

と
の
特
殊
な
関
係
又
は
現
象
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
力
め
て
い
る
（
芝
．
¢
鍍
信
巨
禽
“
6
冨
鷲
。
窪
①
ヨ
。
｛
8
湧
。
δ
話
調
ω
ω
．
頴
率

9
9
匁
。
〈
・
お
b
。
心
●
・
。
囲
・
￥
G
。
目
）
。
ワ
イ
ス
も
亦
、
意
識
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
、
心
像
、
感
情
の
総
体
で
あ
る
が
、
「
純
粋
に
私
的
な
経

験
で
あ
り
、
言
語
其
他
の
表
示
に
お
い
て
何
ら
か
の
行
動
の
形
で
表
出
さ
れ
な
い
限
り
、
科
学
的
な
価
値
乃
至
根
拠
を
も
た
な
い
（
》
・
℃
・

≦
Φ
望
“
園
①
醇
δ
鄭
ぴ
簿
≦
①
2
Φ
け
毎
暮
霞
巴
働
口
島
ぴ
Φ
ぎ
訟
自
℃
。
。
聴
げ
O
δ
σ
q
ざ
評
蓄
財
O
ド
幻
Φ
〈
．
H
鎗
メ
G
Q
餅
ω
O
H
i
G
O
ミ
・
や
G
◎
O
刈
）
」
と
い
う
。
こ
れ

ら
初
期
の
行
動
主
義
の
主
張
に
お
い
て
は
、
前
述
の
如
く
、
必
ず
し
も
意
識
的
事
実
あ
る
い
は
意
識
的
経
験
の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
は

な
く
、
科
学
的
な
研
究
に
鞭
て
は
行
動
の
客
観
的
事
実
の
み
で
十
分
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
関
す
る
内
観
的
事
象
は
信
を
置
き
難
く

皮
量
的
で
も
あ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
極
め
て
素
朴
な
方
法
論
に
外
な
ら
な
い
。
方
法
論
的
行
動
主
義
と
呼
ば
れ
る
こ
の
主
張
は
そ

の
限
り
で
は
、
心
理
学
の
客
観
化
と
い
う
方
向
へ
の
当
然
の
主
張
で
あ
り
、
同
時
に
行
動
主
義
主
張
が
広
く
う
け
い
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た

理
由
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
方
法
論
的
行
動
主
義
に
は
、
半
面
重
要
な
問
題
が
残
る
。
意
識
的
経
験
の
存
在
を
容
認
す
る
以
上
、
た
と
え
そ
れ
が
私

的
な
も
の
で
も
、
或
い
は
不
明
確
な
も
の
で
も
、
経
験
的
事
実
と
し
て
あ
る
か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
説
萌
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ

は
行
動
主
義
が
唱
道
し
た
“
科
学
的
”
方
法
で
は
追
求
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
に
於
て
行
動
主
義
は
、
所
謂
意
識

的
な
る
も
の
、
観
念
論
的
な
藷
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
心
理
的
現
象
を
、
行
動
の
謡
に
お
き
か
え
る
こ
と
を
試
み
た
。
思
考
を
音
声
言
語

反
応
及
び
微
細
な
筋
運
動
、
腺
活
動
と
し
て
の
内
言
語
に
還
元
し
よ
う
と
し
た
ワ
ト
ソ
ン
の
試
み
、
或
い
は
前
記
の
ハ
ン
タ
ァ
の
如
く
意

識
を
言
語
反
応
の
刺
激
原
過
程
と
の
結
合
の
不
確
定
な
関
係
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
い
う
試
み
な
ど
、
み
な
そ
の
表
わ
れ
と
み
ら
れ
よ
う
。
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し
か
し
当
時
の
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
測
定
方
法
の
未
熟
未
発
達
と
急
進
的
す
ぎ
る
意
欲
と
に
よ
っ
て
、
著
し
く
外
面
主
義
に
陥
り
、
多

く
の
批
判
を
う
け
る
立
場
に
立
た
し
め
る
に
至
っ
た
。
意
識
的
経
験
を
表
現
す
る
日
常
的
言
語
を
用
い
な
い
で
、
果
し
て
人
間
の
行
動
の

記
述
や
説
明
が
可
能
で
あ
る
か
、
行
動
主
義
者
が
行
動
の
語
で
お
き
か
え
た
と
す
る
観
念
や
思
考
は
、
常
識
あ
る
い
は
古
い
心
理
学
の
い

う
こ
と
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
何
ら
新
し
い
知
識
が
加
え
ら
れ
な
い
と
い
う
類
の
批
判
で
あ
る
。

　
　
「
壇
上
に
一
人
の
人
間
が
腸
線
を
馬
の
尾
毛
で
こ
す
っ
て
い
る
。
多
数
の
人
間
が
も
の
も
い
わ
ず
緊
張
し
て
坐
っ
て
い
た
が
、
や
が

　
て
に
わ
か
に
猛
烈
な
隅
采
を
始
め
た
。
行
動
主
義
者
は
こ
の
奇
妙
な
出
来
事
を
ど
う
説
明
す
る
か
、
腸
線
の
振
動
が
こ
の
多
数
の
人
閾

　
を
ど
う
刺
激
し
て
完
全
な
沈
黙
と
静
寂
に
至
ら
し
め
た
と
説
明
す
る
の
か
、
刺
激
の
停
止
が
狂
騒
的
活
動
の
刺
激
と
な
っ
た
事
実
を
ど

　
う
説
明
す
る
の
か
、
音
楽
に
き
き
ほ
れ
て
い
た
聴
衆
が
演
奏
家
に
対
す
る
感
謝
と
賞
讃
を
拍
手
喝
采
に
爆
発
さ
せ
た
と
い
え
ば
誰
に
で

　
も
分
る
こ
と
で
あ
る
。
行
動
主
義
者
に
は
き
き
ほ
れ
る
と
か
賞
讃
と
か
感
謝
と
か
は
無
縁
で
あ
る
。
彼
等
は
何
か
他
の
説
明
を
求
め
ね

　
ば
な
ら
な
い
。
害
は
な
い
の
だ
か
ら
何
世
紀
で
も
探
さ
せ
て
お
け
ば
よ
い
（
ト
し
d
．
妻
鎖
欝
。
β
p
・
鼠
芝
，
鷺
。
U
o
煽
σ
q
昆
“
6
ぴ
㊦
蜜
巳
Φ
o
｛

　
び
。
冨
鼠
。
跨
β
お
ト
。
り
●
ワ
①
ω
）
。
」

　
　
「
お
き
か
え
に
夢
中
に
な
っ
て
お
り
、
時
々
お
き
か
え
を
説
明
だ
と
思
っ
て
い
る
。
行
動
主
義
の
い
う
こ
と
を
読
ん
で
い
る
と
、
彼

　
等
は
願
望
が
内
臓
の
構
え
で
あ
り
、
意
味
が
身
体
的
態
度
で
あ
り
、
思
考
が
書
語
機
構
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
、
説
明
で
あ
る
と
思
っ

　
て
い
る
と
い
う
印
象
を
禁
じ
得
な
い
。
だ
が
こ
れ
ら
の
叙
述
で
願
望
、
意
味
、
思
考
に
つ
い
て
の
知
識
に
加
え
ら
れ
る
も
の
は
あ
ま
り

　
な
い
。
そ
れ
は
殆
ん
ど
常
識
や
細
い
心
理
学
か
ら
の
引
継
ぎ
と
、
既
知
の
事
実
に
基
づ
か
な
い
こ
と
の
多
い
生
理
学
的
説
明
の
企
て
に

　
終
始
し
て
い
る
（
鍔
．
出
⑦
凱
驚
①
伍
巽
”
ω
Φ
〈
o
P
娼
。
。
績
。
ぎ
｝
o
α
Q
弱
”
H
Φ
。
。
ω
“
や
b
。
刈
α
）
。
」

　
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
行
動
主
義
の
主
導
嚢
た
ち
が
、
意
識
の
語
を
行
動
の
語
に
お
き
か
え
る
の
は
説
明
で
な
く
て
定
義
で
あ
り
、

科
学
的
に
操
作
し
う
る
方
向
へ
の
枠
づ
け
で
あ
り
、
詳
細
な
概
究
は
今
後
の
発
展
に
待
つ
と
答
え
れ
ば
、
恐
ら
く
問
題
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
彼
等
の
答
え
は
一
挙
に
意
識
的
事
実
の
否
定
と
い
う
急
進
的
な
方
向
を
と
っ
た
。
当
面
自
分
た
ち
の
唱
道
す
る
科
学
的
方
法
で

　
　
　
　
行
動
主
義
と
意
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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五
百
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一
〇
照

直
ち
に
追
求
で
き
ぬ
厄
介
な
意
識
の
存
在
を
承
認
し
つ
づ
け
る
よ
り
は
、
一
挙
に
こ
れ
ら
の
事
実
を
否
定
す
る
方
が
簡
単
で
あ
っ
た
し
、

尖
鋭
的
で
も
あ
っ
た
。

　
　
「
意
識
は
…
…
見
ら
れ
も
触
れ
ら
れ
も
、
嗅
が
れ
も
味
わ
わ
れ
も
動
か
さ
れ
も
し
な
い
、
そ
れ
は
古
い
霊
魂
の
概
念
と
同
じ
よ
う
に
、

　
証
明
し
得
な
い
平
俗
な
仮
定
で
あ
る
。
…
…
意
識
を
、
副
現
象
と
し
て
に
せ
よ
身
体
の
物
理
的
化
学
的
事
象
に
挿
入
し
て
く
る
能
動
力

　
と
し
て
に
せ
よ
、
意
識
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
観
念
論
的
、
生
気
論
的
傾
向
の
故
に
で
あ
る
。
行
動
主
義
者
は
そ
の
科
学
の
試

　
験
管
の
中
に
意
識
を
見
平
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
処
に
も
意
識
の
流
れ
の
証
拠
を
見
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
記
述
し

　
た
ほ
ど
確
信
的
な
も
の
を
す
ら
見
出
す
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
行
動
主
義
者
は
行
動
の
絶
え
ず
拡
が
る
流
れ
に
つ
い
て
確
儒
的
証
拠
を

　
見
幽
す
の
で
あ
る
（
芝
器
8
9
。
鼠
窯
＆
。
護
鑑
“
。
唱
簿
陰
℃
’
冠
山
①
）
。
」

　
こ
う
し
て
極
め
て
性
急
に
、
素
朴
な
一
元
論
の
立
場
を
宣
書
し
、
意
識
的
事
象
に
関
す
る
常
用
語
を
用
い
る
こ
と
す
ら
、
意
図
的
に
避

け
る
と
い
う
偏
狭
な
態
度
を
強
調
す
る
に
至
っ
た
。

　
　
「
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
、
学
位
を
得
た
心
理
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
本
章
の
表
題
を
な
す
用
語
i
（
心
像
・
記
憶
・

　
注
意
－
筆
者
註
）
1
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
今
購
で
も
あ
る
程
度
で
は
ま
だ
多
分
そ
う
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
職
業
的
心
理
学
か
ら

　
の
追
放
の
脅
威
の
下
に
、
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
な
い
よ
う
、
少
な
く
と
も
勤
務
時
毒
中
は
用
い
な
い
よ
う
教
え
ら
れ
た
。
一
般
の
人
々
と

　
の
話
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
或
い
は
そ
の
岡
義
語
を
用
い
る
こ
と
は
差
菱
え
な
か
っ
た
し
、
実
に
必
須
で
あ
っ
た
。
し
か
し
科
学
の
目
的

　
の
た
め
に
は
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
全
く
不
適
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
（
ρ
2
。
鷺
◎
毛
お
誉
ピ
留
導
ぼ
σ
q
け
ゲ
8
曙
§
自
選
Φ
。
。
団
語
ぴ
。
ぽ
℃
8
8
ω
ω
Φ
ρ

　
お
①
9
や
δ
。
。
）
。
」

　
行
動
主
義
に
お
け
る
意
識
否
定
の
こ
の
主
張
は
、
さ
き
の
方
法
論
的
行
動
主
義
に
対
し
形
而
上
的
行
動
主
義
と
も
よ
ば
れ
る
面
で
あ
り
、

初
期
の
行
動
主
義
に
極
め
て
素
朴
且
急
進
的
な
印
象
を
与
え
た
側
面
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
方
法
論
的
行
動
主
義
の
主
張
は
科
学
方

法
論
と
し
て
一
般
に
是
認
さ
れ
る
も
の
を
含
み
、
行
動
主
義
は
そ
の
基
盤
に
た
っ
て
ひ
ろ
く
う
け
い
れ
ら
れ
た
。
他
方
形
而
上
的
行
動
主



義
は
、
そ
の
後
継
者
た
ち
の
す
ぺ
て
に
納
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
圧
力
は
、
右
に
引
用
し
た
マ
ウ
ラ
ァ
の
述
懐
に

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
へ
の
か
な
り
強
い
束
縛
と
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
よ
う
。
意
識
的
事
象
も
そ
の
中
に
含
ま
れ

る
人
間
の
心
理
的
機
能
を
科
学
的
に
研
究
す
る
の
に
、
検
証
し
う
る
行
動
の
客
観
的
事
実
を
基
礎
と
し
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
方
法

は
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し
、
初
め
か
ら
意
識
を
無
視
し
た
り
、
意
識
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
可
能
な
確
実
な
事
実

を
わ
れ
わ
れ
が
得
る
ま
で
は
、
差
控
え
る
の
が
科
学
的
態
度
で
あ
ろ
う
。
意
識
的
事
象
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
概
念
を
、
行
動
の
語

に
お
き
か
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
問
題
の
一
つ
の
定
式
化
と
し
て
、
研
究
の
作
業
仮
説
で
あ
っ
て
、
解
決
で
も
説
明
で
も
な
い
。
初
期
の

行
動
主
義
主
張
が
其
の
後
の
発
展
に
お
い
て
そ
の
内
部
か
ら
批
判
さ
れ
訂
正
さ
れ
、
そ
れ
故
に
又
科
学
的
心
理
学
と
し
て
の
進
歩
を
来
し

今
日
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
も
、
こ
の
矛
盾
を
次
第
に
事
実
に
お
い
て
萌
ら
か
に
し
、
方
法
論
的
行
動
主
義
従
っ
て
そ
れ
は

も
は
や
特
に
行
動
主
義
と
標
榜
す
る
必
要
の
な
い
方
法
論
上
の
客
観
性
に
帰
一
し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。
意
識
を
否
定
す
る

潮
流
の
中
に
あ
り
つ
つ
、
意
識
的
事
実
を
も
説
明
し
う
る
理
論
体
系
を
、
客
観
的
に
検
証
し
う
る
事
実
の
上
に
逐
次
購
成
し
つ
つ
あ
る
の

が
、
現
今
の
行
動
主
義
で
あ
る
と
い
い
得
よ
う
。
マ
ウ
ラ
ァ
は
前
掲
の
語
の
あ
と
に
、

　
　
「
勿
論
事
態
は
変
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
急
進
的
行
動
主
義
が
滋
齢
し
た
そ
の
分
析
、
研
究
の
方
法
が
、
行
動
主
義
が
無
視
乃
至

　
破
壊
さ
え
し
ょ
う
と
き
め
た
概
念
に
、
不
可
避
的
に
、
わ
れ
わ
れ
を
復
帰
せ
し
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
皮
肉
な
こ
と

　
で
あ
る
（
○
“
諸
●
鼠
。
≦
器
緊
。
亨
。
等
℃
．
H
⑰
し
。
）
。
」

と
い
う
。

　
　
　
内
観
方
法
が
斥
け
ら
れ
、
従
っ
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
溝
成
さ
れ
た
構
成
心
理
学
或
い
は
意
識
心
理
学
の
体
系
が
崩
れ
た
の
は
、
い
ろ
い

　
　
い
ろ
の
思
潮
的
背
景
は
あ
る
と
は
い
え
、
方
法
論
的
に
は
、
あ
る
実
験
的
事
態
に
お
け
る
言
語
報
告
と
、
報
告
さ
れ
た
意
識
的
事
象
と
の

　
　
対
応
が
確
実
で
な
く
、
又
確
実
か
否
か
を
客
観
的
に
検
証
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
行
動
主
義
は
虚
語
報
告
と
い
う

脚　
　
　
　
　
　
行
動
主
義
と
意
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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折
q
愚
ず
研
究
　
　
榊
弟
五
否
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

行
動
の
み
を
確
実
と
し
、
意
識
事
象
と
の
瓢
箪
は
無
視
乃
至
不
問
に
附
し
た
。
し
か
し
、
内
観
法
が
思
考
研
究
に
お
い
て
最
も
顕
著
な
右

の
欠
陥
を
露
塁
し
た
の
に
比
し
、
感
覚
の
分
析
、
弁
別
な
ど
、
精
神
物
理
的
測
定
と
い
わ
れ
る
領
域
で
は
、
1
感
覚
質
の
経
験
的
特
性

を
問
題
と
し
な
い
限
り
i
感
じ
た
こ
と
の
報
告
、
あ
る
い
は
感
じ
た
か
否
か
の
報
蕾
は
、
そ
れ
が
雷
語
に
よ
る
に
せ
よ
動
作
に
よ
る
に

せ
よ
、
経
験
の
報
告
と
し
て
比
較
的
確
実
視
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
重
要
な
組
織
的
知
見
が
も
た
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
感
覚
的
経
験
－
－
感
覚
の
概
念
は
構
成
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
一
も
直
接
的
所
与
と
し
て
意
識
内
容
で
あ
っ
た
。
思

考
に
お
い
て
は
対
応
が
確
実
で
な
く
、
感
覚
に
お
い
て
は
比
較
的
確
実
で
あ
る
と
み
な
す
な
ら
ば
、
問
題
は
か
か
る
対
応
の
確
実
さ
を
、

わ
れ
わ
れ
は
言
語
報
告
内
観
そ
の
も
の
の
確
実
さ
か
ら
得
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
別
の
基
準
を
も
っ
て
処
理
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
感
覚
の
場
合
に
は
、
報
告
を
チ
ェ
ッ
ク
し
う
る
手
段
を
も
つ
に
対
し
、
思
考
の
場
合
に
は
直
接
チ
ェ
ッ
ク

す
る
手
段
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
感
覚
に
お
い
て
は
有
効
で
あ
っ
た
チ
ェ
ッ
ク
の
手
段
が
思
考
に
お
い
て
は
有

効
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
観
心
理
学
の
混
迷
は
対
応
が
不
確
実
で
あ
る
場
合
に
も
対
応
が
確
実
で
あ
る
と
前
提
し
た
こ
と

で
あ
り
、
急
進
的
行
動
主
義
の
盲
点
は
、
不
確
実
な
る
対
応
を
行
動
的
事
実
か
ら
排
除
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
語
報
告
は
そ
の
筋
肉

的
微
細
運
動
で
客
観
的
行
動
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
確
実
に
せ
よ
不
確
実
に
せ
よ
、
経
験
と
の
対
応
を
も
つ
と
い
う
そ
の
関
係
に
お
い
て

行
動
的
事
実
な
の
で
あ
る
。
感
覚
的
経
験
は
、
そ
の
報
告
も
比
較
的
簡
単
な
言
語
乃
至
動
作
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
表
現
で
き
、
且
与
え
ら
れ

る
現
存
の
刺
激
の
物
理
的
性
質
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
で
あ
っ
た
。
勿
論
同
一
の
刺
激
性
質
に
対
し
て
常
に
同
一
の
報
告
が
対
応
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
報
告
の
ち
ら
ば
り
は
無
限
定
で
は
な
く
、
継
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
あ
る
分
布
の
傾
向
を
示
し
、
そ

の
限
り
規
剥
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
右
に
述
べ
た
チ
ェ
ッ
ク
の
可
能
性
で
あ
り
、
感
覚
心
理
学
の
重
要
な
知
見
は
こ
れ
を

基
礎
に
組
織
的
に
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
感
覚
の
報
告
の
場
合
、
必
ず
し
も
言
語
報
告
に
の
み
限
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
反
射
活
動
や

動
作
を
以
て
報
告
と
み
る
こ
と
も
で
き
た
ゆ
言
語
を
も
た
な
い
動
物
や
幼
児
で
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
言
語
に
よ
っ
て

応
答
さ
れ
る
時
、
最
も
意
識
的
で
あ
り
う
る
。



　
内
観
報
告
は
そ
れ
だ
け
を
と
り
出
し
て
も
意
味
が
な
い
。
し
か
し
現
実
の
客
観
的
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
な
限
り
、

と
い
う
こ
と
は
、
言
語
、
動
作
を
含
め
て
、
入
が
現
実
と
の
関
係
の
中
に
如
何
に
あ
る
か
を
表
現
す
る
限
り
、
そ
れ
自
身
現
実
的
行
動
に

外
な
ら
な
い
。
対
応
が
緊
密
で
あ
る
か
離
散
、
流
動
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
夫
々
の
あ
り
か
た
を
示
す
客
観
的
な
デ
ー
タ
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
事
実
を
排
除
す
る
理
由
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
感
覚
的
経
験
は
常
に
刺
激
（
客
観
的
実
在
）
と
の
関
係
の
中
に
形

成
さ
れ
る
現
実
的
活
動
で
あ
り
、
そ
の
言
語
報
告
は
こ
の
関
係
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
現
実
的
な
の
で
あ
る
。
意
識
的
と
さ
れ
る
経
験
、

あ
る
い
は
観
念
的
な
も
の
を
所
産
す
る
活
動
が
、
現
実
的
世
界
か
ら
ひ
き
は
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
だ
け
の
関
係
の
中
で
孤
立
的
に
考
え
ら
れ

る
と
き
、
こ
の
現
実
性
を
失
っ
て
無
意
味
と
な
る
。
内
観
法
の
欠
陥
は
正
に
こ
こ
に
あ
っ
た
。
同
時
に
、
こ
の
現
実
的
関
係
に
於
て
形
成

さ
れ
る
現
実
的
活
動
の
駈
産
と
し
て
の
意
識
を
除
外
さ
れ
た
人
問
の
行
動
は
、
単
な
る
外
面
的
反
応
の
集
合
と
み
な
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

急
進
的
な
行
動
主
義
は
意
識
心
理
学
を
排
撃
し
な
が
ら
、
同
じ
自
閉
性
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
伴
わ
な
い
、
ま
た

は
伴
い
得
な
い
“
意
識
そ
れ
自
身
”
の
研
究
の
不
毛
性
の
故
に
内
観
法
を
撲
除
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
代
る
方
法
は
意
識
過
程
を
現
実
的

関
係
の
中
に
お
い
て
現
実
的
過
程
た
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
面
的
な
意
識
の
否
定
乃
至
無
視
は
、
行
動
を
非
現
実
化

さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ル
ビ
ン
シ
ュ
テ
ィ
ン
（
¢
財
知
自
甑
房
鼠
簗
℃
欺
簿
ω
轄
穂
一
翌
甑
窮
の
く
繍
騰
三
一
〇
ぎ
嗣
。
σ
q
鄭
6
＄
■
内
藤

耕
次
郎
・
木
村
箆
点
訳
心
理
学
上
、
巳
①
ど
や
8
0
山
）
は
こ
の
事
情
を
意
識
的
な
も
の
の
存
在
を
膚
帯
性
と
同
一
視
す
る
観
念
論
的
思
想
の

同
じ
誤
謬
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
行
動
主
義
が
採
用
し
た
単
純
な
外
面
主
義
、
即
ち
刺
激
一
反
応
の
結
含
と
い
う
極
度
に
単
純
化
さ

れ
た
形
式
は
、
そ
の
機
械
的
連
合
論
と
相
倹
っ
て
、
生
活
体
の
際
だ
っ
た
特
徴
で
あ
る
有
機
的
統
合
的
な
機
能
を
無
視
す
る
危
険
に
、
自

ら
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

579

　
言
語
報
告
は
何
か
に
つ
い
て
の
言
語
表
現
で
あ
り
、
運
動
動
作
は
有
機
体
の
何
ら
か
の
状
態
の
表
現
で
あ
る
。
　
“
何
ら
か
”
と
は
有
機

体
と
外
界
と
の
現
実
的
関
係
で
あ
る
。
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
斯
る
言
語
、
動
作
は
そ
れ
が
現
実
的
過
程
と
し
て
こ
の
関
係
を
変
化
さ
せ

　
　
　
　
行
動
主
義
と
意
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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哲
学
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。
外
面
的
な
刺
激
と
反
応
と
の
対
応
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
関
係
の
申
に
お
い
て
、
行
動
と
し
て
意
味
を
も
つ
。
行
動
主
義
が
、
客
観

的
に
観
察
測
定
で
き
る
外
部
的
刺
激
、
反
応
の
対
癒
を
…
そ
の
限
り
断
節
的
で
は
あ
る
が
一
－
立
論
の
基
礎
デ
ー
タ
と
し
た
基
本
的
態

度
に
は
、
科
学
方
法
と
し
て
誤
り
は
な
く
、
実
験
的
検
証
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
現
実
の
中
か
ら
あ
る
部
分
的
対
応
の
み
を
孤
立
化
さ
せ

る
こ
と
も
止
む
を
得
な
か
っ
た
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
行
動
主
義
が
、
確
実
に
、
断
節
的
で
は
あ
る
が
根
拠
あ

る
実
験
的
知
見
を
積
上
げ
て
き
た
貢
献
は
、
極
め
て
大
き
い
。
行
動
主
義
の
理
論
は
、
斯
る
実
験
的
知
見
に
基
づ
い
て
刺
激
と
反
応
と
の

結
合
を
支
配
す
る
何
ら
か
の
基
本
的
な
連
合
法
則
を
確
立
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
学
習
に
よ
る
行
動
変
化
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
。

従
っ
て
学
習
が
そ
れ
か
ら
推
論
さ
れ
る
行
動
変
化
に
お
け
る
刺
激
一
反
応
対
応
は
、
で
き
る
だ
け
複
雑
な
現
実
的
関
係
に
あ
る
も
の
を
避

け
て
、
少
な
く
と
も
外
面
的
に
で
も
単
純
な
も
の
が
選
ば
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
理
論
の
単
純
化
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
単

純
な
行
動
と
複
雑
な
行
動
と
の
違
い
は
、
単
に
そ
こ
に
含
ま
れ
る
反
応
の
構
成
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
反
応
が
行
動
と
し
て
意
味
を
も

つ
現
実
的
な
あ
り
か
た
の
相
違
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鯛
激
事
態
郡
ち
世
界
が
有
機
体
に
如
何
な
る
も
の
と
し
て
彫
琢
さ
れ
、
最
終
的
反
応

が
有
機
体
と
世
界
と
の
関
係
に
如
何
な
る
意
，
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
か
と
い
う
、
刺
激
一
反
応
を
媒
介
す
る
し
か
た
に
あ
る
。

有
機
体
が
進
化
、
分
化
す
る
ほ
ど
、
こ
の
媒
介
に
依
存
す
る
程
度
が
大
に
な
り
、
単
純
な
行
動
理
論
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
か
否
か
甚

だ
疑
問
で
あ
る
。
行
動
主
義
者
の
努
力
は
、
こ
れ
を
な
る
べ
く
単
純
な
理
論
で
一
貫
せ
し
め
よ
う
と
い
う
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
刺
激
t

反
応
の
対
応
関
係
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
な
く
、
多
義
的
で
あ
り
一
貫
性
に
乏
し
い
、
外
面
的
対
応
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ

を
媒
介
す
る
内
的
関
係
、
末
梢
的
鰐
応
を
媒
介
す
る
中
継
的
機
能
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
概
念
を
導
入
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
剃
激
一
反

応
の
外
面
的
対
応
に
つ
い
て
も
そ
の
関
係
を
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
事
情
が
、
行
動
主
義
的
研
究
の
中
か
ら
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て

き
た
と
い
え
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
媒
介
的
過
程
は
、
有
機
体
と
世
界
と
の
関
係
の
あ
り
か
た
例
え
ば
外
界
か
ら
の
爵
号
に
対
し
ど
れ

だ
け
精
密
正
確
に
反
応
す
る
か
を
示
す
も
の
と
し
て
、
所
謂
有
機
体
の
意
識
状
態
或
い
は
意
識
水
準
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
睡
眠
中

は
低
下
し
覚
醒
時
に
は
鋭
敏
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
睡
眠
覚
醒
そ
の
移
行
水
準
の
決
定
に
網
様
体
賦
活
系
の
重
要
さ
が
確
認
さ
れ
、
覚
醒



と
睡
眠
と
の
生
物
学
的
意
義
が
再
認
識
さ
れ
る
と
、
意
識
は
副
現
象
ど
こ
ろ
か
極
め
て
現
実
的
な
生
物
学
的
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
を
無
視

す
る
理
論
体
系
は
頗
る
非
現
実
的
な
自
閉
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
勿
論
覚
醒
と
意
識
と
が
正
確
に
対
応
す
る
と
は
い
わ

れ
な
い
け
れ
ど
も
、
覚
醒
的
意
識
水
準
に
お
い
て
生
物
学
的
に
最
も
知
的
な
行
動
の
遂
行
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
媒
介
的
過
程
と

意
識
と
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
す
る
。
意
識
的
行
動
と
は
す
ぐ
れ
て
媒
介
的
行
動
で
あ
る
と
い
う
想
定
も
可
能
で
あ
り
、
媒
介
概
念
の
導

入
に
よ
っ
て
行
動
主
義
の
自
閉
性
か
ら
の
脱
却
も
方
向
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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同
一
の
刺
激
に
あ
る
反
応
の
生
起
が
訓
練
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
刺
激
は
そ
の
反
応
を
生
起
す
る
。
逆
に
い
え
ば
あ
る
反
応
の
生
起
は
以
前

に
謂
練
さ
れ
た
刺
激
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
も
単
純
な
刺
激
一
反
応
対
応
に
対
す
る
想
定
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
で
な

い
場
合
が
多
い
。
訓
練
し
た
刺
激
が
反
応
を
生
起
し
な
い
場
合
（
例
え
ば
条
件
づ
け
に
お
け
る
消
去
、
忘
却
）
も
あ
れ
ば
、
訓
練
し
な
い

刺
激
に
反
応
が
生
じ
る
場
合
（
例
え
ば
刺
激
汎
化
、
偶
発
学
習
）
も
あ
る
。
寧
ろ
現
実
過
程
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
の
方
が
多
い
。

行
動
主
義
の
諸
理
論
は
、
い
わ
ば
葡
者
の
前
提
に
た
ち
つ
つ
後
者
の
事
実
を
如
何
に
和
解
す
る
か
の
苦
心
で
あ
る
。
調
練
そ
の
も
の
が
何

で
あ
る
か
人
に
よ
っ
て
意
見
が
違
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
議
論
は
帰
一
し
な
い
。
し
か
し
訓
練
に
よ
っ
て
刺
激
i
反
応
の
対
応
が
固
定

す
る
の
ば
、
ソ
ォ
ン
ダ
イ
ク
が
考
え
た
よ
う
に
、
特
定
の
刺
激
と
特
定
の
反
応
の
結
合
が
単
純
に
強
ま
る
こ
と
だ
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、

間
歓
的
補
強
の
方
が
消
去
抵
抗
が
強
い
と
い
う
所
謂
ハ
ン
フ
レ
ィ
ズ
・
ス
キ
ナ
ァ
効
果
か
ら
も
し
ら
れ
る
。
九
六
回
の
光
の
提
示
毎
に
眼

球
に
空
気
を
吹
き
つ
き
ら
れ
た
被
験
者
群
と
、
九
六
平
中
分
散
的
に
四
八
回
し
か
吹
き
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
被
験
者
群
と
で
は
、
条
件
づ

け
は
同
じ
程
度
で
で
き
た
の
に
、
消
去
抵
抗
は
後
者
の
方
が
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
（
い
・
○
ワ
国
餌
ヨ
℃
ゲ
諾
毬
”
6
げ
Φ
o
識
①
9
0
h
難
u
山
。
ヨ

接
①
讐
践
舅
o
h
邑
鼠
自
。
①
筥
。
艮
登
降
⑦
潜
β
蓼
茂
。
ロ
鍵
鎚
。
舞
ぎ
a
。
⇔
。
臨
8
配
陣
酔
ご
器
餌
①
器
ま
器
9
。
鉱
。
湯
’
旨
①
老
●
病
毒
ぎ
ゼ
δ
ω
O
』
α
．

置
マ
嵩
G
。
）
。
こ
の
種
の
事
実
は
ス
キ
ナ
ァ
箱
で
の
ネ
ズ
ミ
の
バ
i
押
し
で
も
確
か
め
ら
れ
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
（
二
次
強
化
、
弁

別
、
フ
ラ
ス
ト
レ
～
シ
ョ
ン
等
）
が
下
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
刺
激
一
反
応
統
合
が
強
化
数
の
函
数
で
あ
る
と
い
う
学
習
説

　
　
　
　
行
動
主
義
と
意
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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5
　
の
論
理
に
は
合
わ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
訓
練
（
条
件
づ
け
過
程
）
で
は
、
強
化
と
非
強
化
が
加
算
的
に
効
果
を
も
つ
の
で
な
く
、
強

　
　
化
と
非
強
化
と
の
関
係
が
効
果
を
も
つ
た
の
で
あ
る
。
完
全
補
強
の
場
合
に
は
、
強
化
を
伴
わ
ぬ
テ
ス
ト
事
態
は
、
別
個
の
事
態
で
あ
る

　
　
の
に
対
し
、
間
歓
補
強
の
場
合
に
は
、
テ
ス
ト
事
態
も
尚
訓
練
事
態
の
継
続
の
中
に
あ
り
う
る
。
事
態
の
類
同
性
の
相
違
が
こ
こ
で
問
題

　
　
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
訓
練
し
た
劇
激
㍉
訓
練
し
な
い
刺
激
と
い
う
も
、
孤
立
的
に
取
扱
う
こ
と
は
誤
り
に
導
き
易
い
。

　
　
条
件
づ
け
、
或
い
は
翻
練
過
程
に
お
い
て
常
に
見
ら
れ
る
現
象
は
、
鐘
化
の
現
象
で
あ
る
。
あ
る
刺
激
に
条
件
づ
け
る
と
、
類
似
の
刺
激

　
　
に
も
反
応
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
か
る
談
練
そ
の
も
の
が
、
特
定
の
刺
激
に
対
し
特
定
の
反
応
を
個
々
に
結
合
す
る
の
で
は
な
く
、

　
　
い
わ
ば
一
種
の
推
論
的
過
程
に
も
比
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
「
一
度
あ
れ
ば
次
も
次
も
、
…
…
そ
し
て
い
つ
も
」
、
「
こ

　
　
れ
で
あ
れ
ば
あ
れ
も
あ
れ
も
…
…
そ
し
て
ど
れ
も
」
と
い
う
形
式
を
含
む
。
勿
論
一
次
的
乳
化
と
よ
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
過
程
は
、
蒔
間
的

　
　
近
接
、
刺
激
的
類
似
に
強
く
綱
約
さ
れ
、
汎
化
曲
線
の
デ
ー
タ
が
示
す
よ
う
に
そ
の
拡
が
り
は
著
し
く
狭
い
。
し
か
し
訓
練
と
は
も
と
も

　
　
と
こ
の
よ
う
に
あ
る
程
度
の
幅
を
も
っ
て
な
さ
れ
、
そ
れ
故
に
そ
の
効
果
が
、
即
ち
移
入
効
果
が
予
備
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し

　
　
か
し
汎
化
が
行
き
す
ぎ
れ
ば
訓
練
の
現
実
的
効
果
、
即
ち
機
能
的
意
味
を
失
な
う
。
従
っ
て
訓
練
が
現
実
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
弁
化
と

　
　
同
時
に
そ
の
修
正
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消
去
、
弁
劉
は
か
か
る
修
正
を
意
味
す
る
。
強
化
、
非
強
化
、
訓
練
し
た
刺
激
、
訓
練

　
　
し
な
い
刺
激
な
ど
と
い
う
実
験
手
段
と
し
て
の
操
作
的
用
語
は
、
有
機
体
が
直
面
す
る
現
実
的
事
態
の
中
で
ど
の
よ
う
な
汎
化
修
正
の
問

　
　
題
関
係
と
し
て
関
連
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
訓
練
と
し
て
の
機
能
的
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ス
キ
ナ
ァ
が
強
化
に
つ

　
　
い
て
の
特
定
の
理
論
か
ら
の
演
繹
を
避
け
て
、
尊
ら
強
化
、
非
強
化
の
ス
ケ
ジ
ュ
…
ル
の
変
化
か
ら
そ
こ
に
何
が
起
る
か
を
見
よ
う
と
し

　
　
た
態
度
は
、
こ
の
意
味
で
寧
ろ
正
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
消
去
、
修
正
を
伴
わ
な
い
訓
練
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
む
し
ろ
極
め
て

　
　
特
殊
な
現
実
事
態
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
事
態
を
一
般
的
基
本
的
な
も
の
と
し
て
前
提
し
、
こ
れ
か
ら
す
べ
て
を
推
そ
う
と
す
る
と
き
、
多

　
　
く
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
事
実
に
遭
遇
す
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
修
正
は
訓
練
の
効
果
を
成
立
せ
し
め
る
媒
介
で
あ
り
、
わ
れ

　
　
わ
れ
が
訓
練
効
果
を
検
す
る
た
め
に
用
い
る
テ
ス
ト
事
態
へ
の
移
入
は
、
両
事
態
間
の
類
似
性
が
媒
介
す
る
。
既
に
単
純
な
行
動
に
お
い



　
　
て
も
こ
の
意
味
で
媒
介
の
原
初
的
な
形
式
は
含
蓄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
強
化
と
非
強
化
、
訓
練
刺
激
と
非
訓
練
刺
激
は
、
媒
介
さ
れ

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
連
関
の
中
に
機
能
す
る
。

　
　
　
潜
在
学
習
の
事
実
は
、
学
習
に
は
強
化
が
不
善
欠
と
す
る
立
場
に
不
利
で
あ
り
、
事
態
へ
の
熟
知
が
記
号
ー
ゲ
シ
タ
ル
ト
期
待
を
成
立

　
　
さ
せ
る
と
い
う
ト
ル
マ
ン
の
認
知
的
立
場
の
有
力
な
亥
持
と
な
っ
た
。
そ
し
て
事
実
、
ネ
ズ
ミ
で
も
、
単
に
迷
路
を
走
行
す
る
と
か
、
迷

　
　
路
の
上
を
叢
っ
た
ガ
ラ
ス
の
上
を
走
行
す
る
と
か
の
前
経
験
を
も
つ
だ
け
で
、
同
じ
迷
路
で
の
学
習
成
績
が
よ
い
と
い
う
実
験
的
事
実
も

　
　
あ
る
（
Ω
．
妻
・
鵠
p
・
着
畠
甥
お
。
浮
9
0
｛
雷
当
駅
撫
切
団
。
欝
ヨ
舘
Φ
℃
o
肘
｛
自
ヨ
碧
8
亀
銑
げ
ぎ
。
鑓
緩
●
¢
嵐
タ
○
鋤
厳
．
℃
o
ぴ
け
諄
閤
ず
。
剛
．
お
。
。
b
。
．

　
　
野
＄
㌣
ω
も
ゆ
。
。
G
騨
℃
．
ω
①
墨
乙
”
諺
昌
Φ
巷
Φ
賊
臣
。
暮
合
二
三
蓄
冨
。
コ
障
③
艮
｝
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諺
一
暉
α
q
「
9
①
壱
・
唱
。
。
饗
げ
◎
｝
惣
門
㊤
●
。
。
ρ
ド
唱
∴
。
。
ρ
三
谷
恵
一
．
本

　
　
吉
良
治
”
鎖
。
ぴ
ぴ
の
①
コ
9
◎
。
。
＆
鵠
。
江
語
農
①
に
お
け
る
潜
在
学
習
に
つ
い
て
日
本
心
理
学
会
二
七
回
論
文
集
ち
爵
・
や
ト
。
鳶
）
。
し
か
し
、
ネ
ズ
ミ
の
よ

　
　
う
な
動
物
で
は
、
こ
の
認
知
的
効
果
を
余
り
に
過
大
視
は
で
き
な
い
。
ト
ル
マ
ン
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
事
態
で
成
立
さ
せ

　
　
た
記
愚
ー
ゲ
シ
タ
ル
ト
は
、
そ
の
意
味
づ
け
の
異
な
る
事
態
で
は
効
果
を
も
た
な
か
っ
た
（
や
り
’
O
●
↓
◎
ぎ
翠
“
ω
斜
亭
α
q
①
ω
紳
聾
。
冠
8
づ
〔
ま
◎
亭

　
　
鼠
話
山
主
～
℃
學
筈
9
菊
Φ
タ
ド
ゆ
G
。
ら
。
含
心
9
卜
。
蕊
ゐ
器
）
。
こ
れ
ら
の
動
物
で
は
、
最
終
的
な
目
的
反
応
に
お
け
る
顕
著
な
運
動
成
分
或
い
は

　
　
そ
れ
の
自
己
受
容
刺
激
の
き
わ
だ
ち
が
重
要
な
こ
と
は
ミ
ラ
ァ
（
翼
●
国
．
竃
鷲
臼
”
》
話
℃
ぐ
8
．
．
ω
硲
早
σ
Q
＄
鼻
汁
。
吋
。
§
象
鼠
。
昌
亀
誘
論
Φ
×
～

　
　
諄
聴
『
。
剛
・
因
。
タ
お
。
。
伊
合
．
笛
。
。
O
山
8
）
の
所
論
及
び
実
験
に
も
み
ら
れ
る
し
、
又
状
況
の
弁
別
性
の
き
わ
だ
ち
の
重
要
な
こ
と
は
、
ト
ル

　
　
マ
ン
と
グ
ラ
イ
ト
マ
ン
や
、
シ
ュ
ワ
…
ド
の
実
験
の
示
す
所
で
あ
る
（
膨
．
ρ
曝
。
ぎ
§
翠
蔓
．
曵
Φ
翻
ヨ
禦
軸
ω
嘗
島
凶
霧
ぎ
ぼ
鶏
巳
爵
α
q
ρ
。
u
α

　
　
ヨ
。
餓
く
鶏
δ
ロ
”
ド
匂
・
Φ
姪
ワ
℃
ω
団
。
び
◎
ド
H
④
献
P
G
。
㊤
・
○
。
ド
O
山
掃
ゆ
●
8
℃
．
ω
o
≦
舘
儀
”
o
ワ
。
罫
）
。
潜
在
学
習
、
潜
在
消
虫
の
生
起
は
種
々
の
制
約

　
　
の
下
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
特
別
な
強
化
や
弁
別
訓
練
を
す
る
こ
と
な
し
に
一
つ
の
事
態
が
他
の
事
態
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
し
か

　
　
も
こ
の
媒
介
性
は
、
必
要
な
時
郡
ち
要
求
に
即
し
て
事
態
の
中
に
作
用
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
媒
介
潜
は
両
事
態
を
籾

　
　
似
た
ら
し
め
る
手
が
か
り
と
も
い
う
べ
き
で
、
状
況
あ
る
い
は
反
応
運
動
に
お
け
る
き
わ
だ
っ
た
刺
激
で
あ
る
が
、
そ
の
き
わ
だ
ち
は
必

　
　
ず
し
も
客
観
的
に
で
は
な
く
動
物
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
、
そ
の
意
味
で
主
観
的
と
も
い
え
よ
う
。
外
か
ら
の
刺
激
に
せ
よ
内
か
ら
の
刺

鵬　
　
　
　
　
　
行
動
主
義
と
意
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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激
に
せ
よ
、
そ
れ
が
き
わ
だ
っ
て
あ
る
事
態
に
お
け
る
強
化
と
共
に
経
験
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
自
身
は
特
別
に
強
化
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
新

し
い
事
態
の
中
に
お
い
て
以
前
の
事
態
に
類
同
化
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
。
訓
練
事
態
と
テ
ス
ト
事
態
と
を
連
関
さ
せ
る
も
の
は
こ
の
媒
介

性
で
あ
り
、
恐
ら
く
訓
練
を
成
就
さ
せ
る
も
の
も
、
個
々
の
試
行
間
の
こ
の
媒
介
性
で
あ
ろ
う
。

　
媒
介
刺
激
の
き
わ
だ
ち
は
、
外
的
状
況
に
於
て
に
せ
よ
反
応
運
動
に
お
い
て
に
せ
よ
、
本
来
主
体
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
実
験
的
状
況
に
お
い
て
は
特
に
刺
激
の
き
わ
だ
ち
性
を
被
錘
体
で
は
な
く
実
験
者
の
曲
弾
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
こ
の
媒
介
性
が
被
盤
面
の
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
し
か
し
現
前
状
況
の
中
に
関
係
手
が
か
り
が
な
い
に
も

拘
わ
ら
ず
、
動
物
が
そ
こ
で
過
去
と
関
連
あ
る
行
動
を
行
な
う
な
ら
ば
、
被
験
体
自
身
に
よ
る
媒
介
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
遅
延
反
応
、

遅
延
交
替
、
観
察
学
習
な
ど
の
事
実
は
、
こ
う
し
た
“
主
観
的
”
媒
介
の
存
在
を
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
顕
在
的
、
潜
在
的
運
動
反
応

で
説
明
す
る
こ
と
の
不
備
な
こ
と
は
オ
ス
グ
ッ
ド
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
（
○
図
．
9
α
q
。
。
島
”
竃
Φ
酔
商
戦
匙
昏
Φ
。
受
認
Φ
×
℃
①
阜

ヨ
⑦
艮
巴
℃
。
・
団
。
『
o
δ
σ
q
ざ
困
Φ
O
Q
Q
》
唱
◆
①
O
G
。
）
。
ハ
ン
タ
ァ
（
甫
・
ω
’
国
¢
鵠
8
自
由
ン
①
。
・
団
ヨ
ぴ
9
♂
℃
巴
o
o
＄
。
・
◆
℃
學
。
『
o
轡
園
①
〈
．
8
り
ト
∂
鳥
。
G
。
磨
恥
刈
。
。
1
戯
O
圃
）

以
来
、
行
動
主
義
に
お
け
る
象
徴
過
程
、
或
い
は
お
箕
の
ω
Φ
纂
舞
δ
鐸
　
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
媒
介
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
に
か
か
っ

て
お
り
．
そ
れ
を
人
間
の
言
語
的
象
徴
機
能
に
ま
で
如
何
に
敷
衡
す
る
か
に
あ
っ
た
。
ハ
ル
、
ミ
ラ
ァ
ド
、
オ
ス
グ
ッ
ド
、
マ
ウ
ラ
ァ
、

ス
タ
ー
ツ
ら
の
名
が
こ
の
路
線
に
お
い
て
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
行
動
主
義
に
お
け
る
象
徴
過
程
に
つ
い
て
の
諸
説
及
び
そ
の

展
開
に
つ
い
て
は
、
別
に
稿
を
更
め
て
論
考
し
た
く
、
こ
こ
に
そ
の
余
裕
を
も
た
な
い
が
、
そ
の
最
も
一
貫
し
た
特
徴
は
、
言
語
的
象
徴

を
、
反
応
か
ら
誘
導
さ
れ
る
刺
激
の
代
理
的
意
味
づ
け
、
郊
ち
ひ
ろ
く
記
号
化
と
い
わ
れ
る
過
程
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。

オ
ス
グ
ッ
ド
の
媒
介
過
程
説
に
最
も
よ
く
代
表
さ
れ
る
こ
の
傾
向
は
、
記
号
が
如
何
に
し
て
事
物
や
事
件
を
代
表
す
る
機
能
を
も
つ
に
至

る
か
、
言
語
的
象
微
が
基
本
に
お
い
て
こ
の
媒
介
的
記
号
化
と
同
一
の
性
質
で
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
、
一
応
の
行
動
主
義
的
図
式

を
与
え
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
オ
ス
グ
ッ
ド
に
お
い
て
は
ハ
ル
の
予
期
的
部
分
灯
標
反
応
に
も
相
当
す
る
反
応
の
部
分
的
成
分

が
、
か
か
る
記
丹
性
の
成
立
の
基
本
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
マ
ウ
ラ
ァ
は
寧
ろ
斯
る
媒
介
の
基
本
に
は
感
情
に
基
づ
く
二
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次
強
化
を
重
視
し
、
オ
ス
グ
ッ
ド
が
基
本
と
し
た
右
の
記
号
性
は
こ
の
感
情
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
環
境
の
媒
介
刺
激
で
あ
る
と
み
る
よ
う

に
、
何
を
記
号
化
の
行
動
的
基
本
と
す
る
か
は
異
論
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
媒
介
が
、
行
動
の
現
前
的
刺
激
に
対
す
る
反
応
性
と

い
う
固
定
形
式
か
ら
の
遊
離
を
可
能
に
し
、
抽
象
化
さ
れ
た
煽
別
的
状
態
へ
の
か
か
わ
り
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
す
る
点
で
共
通
で
あ
り
、

条
件
反
応
、
予
期
反
応
、
遅
延
反
応
、
交
替
反
応
な
ど
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
奉
窯
①
ω
Φ
簿
舞
ぞ
。
鍵
。
8
属
を
説
明
し
う
る
も
の
と
す
る
。

動
物
の
水
準
に
お
け
る
思
考
的
行
動
も
こ
の
記
号
的
媒
介
性
の
導
入
に
よ
っ
て
、
説
明
の
可
能
性
の
範
翻
が
著
し
く
増
し
た
。
言
語
的
象

徴
も
、
言
語
の
も
つ
歴
史
的
社
会
的
な
体
系
性
は
別
と
し
て
そ
の
行
動
心
機
能
で
捉
え
れ
ば
、
基
本
に
お
い
て
は
こ
れ
に
帰
せ
ら
れ
、
た

だ
記
号
が
一
般
に
事
物
あ
る
い
は
事
態
に
対
し
て
指
示
的
黒
示
的
に
機
能
し
、
記
号
と
指
示
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
を
共
通
の
潜
在
的
反

応
、
刺
激
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
媒
介
す
る
の
に
対
し
、
象
徴
に
お
い
て
は
共
通
の
媒
介
過
程
、
郡
ち
概
念
的
特
性
が
媒
介
潜
に
な
る
と

す
る
。
し
か
し
三
際
①
ω
⑩
葺
農
。
ロ
が
単
な
る
代
理
で
は
な
く
、
斯
る
代
理
者
に
よ
る
現
実
へ
の
対
応
が
、
具
体
的
事
物
へ
の
対
応
よ
り
も

よ
り
精
密
に
よ
り
広
汎
に
、
且
つ
可
変
的
組
織
的
で
あ
り
う
る
の
は
、
記
号
化
に
よ
る
代
理
的
な
行
動
の
受
動
的
な
促
進
（
汎
化
）
禁
止

（
分
化
）
だ
け
で
な
く
、
能
動
的
な
そ
れ
の
使
用
に
よ
っ
て
、
極
め
て
高
次
の
展
開
を
な
す
と
い
え
よ
う
。
象
徴
に
お
け
る
こ
の
能
動
的

な
道
具
性
は
、
象
徴
が
単
に
個
物
を
代
表
せ
ず
概
念
を
代
表
す
る
だ
け
で
な
く
、
個
体
的
記
号
を
越
え
た
よ
り
普
遡
的
特
性
で
現
実
の
テ

ス
ト
に
蒲
郡
さ
れ
る
点
に
あ
る
（
寓
・
奢
⑦
毎
興
舞
鳥
じ
ご
・
澱
p
覧
嘗
”
夢
欝
σ
○
葎
憶
鍵
ヨ
蝕
◎
P
硲
①
G
。
・
矢
照
部
達
郷
心
理
学
序
説
の
所
論
も
粒
々
こ

の
点
を
強
調
す
る
と
み
ら
れ
る
）
。
意
識
と
い
わ
れ
る
機
能
に
お
い
て
こ
の
象
微
的
道
具
性
は
能
動
的
に
駆
使
さ
れ
、
認
知
的
事
物
を
よ
り
普

遍
化
さ
れ
る
構
造
に
体
制
化
し
、
現
実
が
如
何
な
る
関
係
の
中
に
お
い
て
現
前
す
る
か
を
テ
ス
ト
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
意
味
で
、
行
動
主
義
が
意
識
を
圓
湿
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
行
動
の
理
解
を
閉
じ
た
系
に
限
定
し
、
真
に
人
間
的
活
動
の
重
要
な
側
面
を

潜
過
せ
し
め
る
と
い
え
よ
う
。
屋
箕
霧
①
簿
p
萬
o
p
が
開
い
た
系
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
行
動
主
義
が
今
後
如
何
に
意
識
の
闇
題
と
対
決
し

て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
課
題
が
あ
る
。
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The　Proめlem　of　Co飢scio腿s簸ess　i盤駐e｝監avioris重ic　Psychology

b2　Taro　Sonohara

　　For　all　substantial　contributions　to　the　progress　of　modern　psychology，

behavioristic　approaches　are　now　confronted　with　another　dithculty　how　they

can　be　reconciled　with　the　problem　of　consciousness．　Physiologists　as　well

as　neurosurgeens　who　are　working　on　the　physical　correlates　of　consciousness

are　beginning　to　express　some　perplexity　at　the　negative　attitudes　of　beha－

vior　psychologists　toward　consciousness．　ln　fact，　conscious　states　or　conscious

processes　are　now　increasingly　recognized　as　real　objective　events，　without

which　finer　elaboration　in　and　appropriate　reaction　to　signals　from　the　ex－

ternal　world　would　be　lost　in　a　more　differentiated　organism．　Old　radical

behaviorists　tried　to　translate　mentalistic　terms　about　conscious　happenin．crs

into　behavioristic　terms　of　overt　and　covert　responses，　but　no　behaviorists

woulcl　to－day　rest　content　with　such　a　pure　verba｝　translation．　ln　the　cur－

rent　behaviorist　camp，　various　ingenious　speculations　or　theories　are　now　in

development　concerning　to　the　mediating　processes，　the　essentials　of　which

are　observed　to　be　sy曲。ユic　or　representational　functions　of　a　fract三〇nal　goal

response　or　response－produced－slgn　stimuli．　The　efforts　seem　to　lie　in　the

hope　that　the　entire　conceptual　machinery　which　had　been　previously　deve－

loped　to　account　for　the　buiid－up　of　external　response　strength　could　be

applied　to　symbolic　responses，　the　very　essential　features　of　conscious　verbal

behavior，　by　reducing　symbols　to　signs．　Behaviorists　have　been　accustorned

to　regard　verbal　responses　in　physical　sequences　as　more　objectlve　than　the

contents　reported．　But　the　objectivity　of　verbal　responses　shou1d　be　consi－

derecl　to　lie　in　their　symbolic　involvemeRts，　so　far　as　they　reveal　the　real

interrelations　between　subjects　and　environment　（external　and　internal）．　Con－

tents　reported，　thus　checked　in　the　real　relationships，　are　more　objective　in

psychological　sense　than　the　mere　muscular　movements　or　sounds．　Words

and　sentences　are　not　symbolic　in　the　sense　they　only　substitute　some　concrete

objects　or　sequences　of　objects，　but　they　are　symbolic　in　so　far　as　they　are

7



used　to　represent　the　very　actual　experiences　of　the　subject　to　some　real

situation．　By　this　representation　one　sets　oneself　in　new　relation　to　reality．

Thus　the　symbol　should　be　tal〈en　as　an　instrument　that　makes　realization　of

reality　in　individual．　ln　this　sense　the　symbolic　is　the　essential　of　consci－

otisness．　Reducing　symbols　to　mere　signs　ls　not　prospective　strategy　to　re－

concile　with　the　problem　of　consciousness　for　behaviorism．　Consciousness　or

symbolic　process　should　be　looked　and　studied　in　its　positive　side．　The

approachment　would　be　expected，　in　my　opinion，　in　the　re－examination　of

S－R　as　well　as　S－S　processes　in　their　reality－checl〈ing　characteristics，　as　reflect－

ing　the　internal　relationships　of　problem　s1・tuations　between　an　organlsm　and

external　world．

‘Self，　i】〔竃　量ts　Beari】【裏9　0】〔塾　｛；蓋夏e　GoO｛至

　　　　　　　by　Mitsuo　Moriguchi

　　There　is　a　sense　in　which　to　say　‘everybody　is　an　egotist’　should　be　a

sheer　platitude，　indeed．　And　to　say　‘values　of　things　measured　in　an　ego－

centric　perspective　are　necessarily　biassed’　may　also　be　an　age－eld　truism．

But　the　actual　fact　we　now　witness　and　live　through，　seems　to　be　the　para－

doxical　oRe　that　the　unprecedented　self－righteousness　among　all　of　us，　indi－

vidual　as　well　as　collective，　preVails　hand－in－hand　with　radical　relativism

apparent　ln　every　facet　ef　the　human　life　to－day．　This　may　well　occasion

us　to　ask　whether　or　not　there　be　any　essential　bearing　of　self　on　the

intrinsically　or　unconditionally　good．

　　The　first　thing　here　to　be　said　is　that　the　self　and　the　good，　properly

understood，　are　by　nature　inseparable　and　sornehow　complementary．　To

the　extent　that　selves　claim　to　kave　the　right　to　exist　at　the　sacrifice　of　all

others　or　of　the　whole　world　（which　is　more　or　less　implied　by　anyone’s

atmament　with　H－Bomb），　the　intrinslcally　good　cannot　but　be　in　eclipse，

not　on｝y　for　those　human　selves　who　pretend　to　be　the　sole　good，　but　also

for　the　inhabitable　world　as　threatened　to　be　annihilated．　T．he　anxiety　for

survival　necessarily　produces　whelesale　relativism　in　respect　of　cultures，
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