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一
　
こ
の
よ
う
な
表
題
を
掲
げ
た
が
、
志
向
性
の
概
念
の
歴
史
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

生
誕
は
一
般
に
一
八
七
四
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
哲
学
の
概
念
と
し
て
は
ま
だ
新
参
者
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
概
念
に
も
そ
れ
な
り
の
来
歴
は
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
出
生
と
成
長
に
ま
つ
わ
る
思
想
的
事
情
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
こ
の

考
察
の
ね
ら
い
の
一
つ
で
も
あ
る
。
し
か
し
志
向
性
の
概
念
は
、
そ
の
生
い
立
ち
が
ど
う
で
あ
れ
、
す
で
に
り
っ
ぱ
に
独
り
立
ち
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
じ
っ
さ
い
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
分
析
哲
学
の
分
野
で
も
ま
た
現
象
学
や
そ
の
他
の
「
大
陸
の
哲
学
」
に

お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
重
要
な
（
少
な
く
と
も
問
題
的
な
）
概
念
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
に
到
っ
て
い
る
。
1
「
現
代
の
心

の
哲
学
に
お
け
る
最
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
研
究
領
域
の
一
つ
は
志
向
性
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
」
（
ω
げ
。
Φ
鑓
娑
臼
H
⑩
り
餅
P
㎝
①
）
、
「
な
ぜ
自

然
科
学
の
方
法
が
、
個
人
の
、
あ
る
い
は
集
団
的
な
入
間
の
行
動
の
研
究
に
適
用
さ
れ
る
と
き
、
物
理
学
や
化
学
に
匹
敵
し
う
る
よ
う
な
結

果
を
う
み
だ
さ
な
か
っ
た
の
か
、
…
…
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
正
し
い
答
え
の
方
向
は
、
行
為
の
構
造
に
お
け
る
「
志
向
性
」
の
役
割
を
理

解
す
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
と
信
じ
る
」
（
ω
露
二
Φ
H
㊤
。
。
ω
も
．
×
）
、
（
あ
る
い
は
少
し
飛
躍
し
て
）
「
志
向
性
と
は
自
由
の
成
就
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
（
寂
く
ぎ
器
ち
醐
Φ
も
誌
O
）
…
…
。

　
こ
の
よ
う
な
概
念
が
、
こ
の
論
考
の
主
題
で
あ
る
。

　
2
　
と
は
い
え
「
志
向
性
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
哲
学
の
領
域
で
の

志
　
向
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み
流
通
す
る
、
い
わ
ぽ
「
業
界
用
語
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
領
域
の
専
門
家
に
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
最
初
に
こ
の
概
念

に
つ
い
て
、
現
在
ほ
ぼ
共
通
に
了
解
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
確
認
し
て
お
く
。

　
　
基
本
的
意
味
　
心
の
状
態
の
も
つ
、
〈
何
か
に
か
か
わ
る
〉
（
皇
。
σ
o
¢
9
①
ω
ω
）
、
あ
る
い
は
〈
何
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
〉
（
臼
お
9
①
号
Φ
器
）

　
　
　
と
い
う
特
徴
。
こ
れ
は
物
理
的
な
も
の
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
り
、
心
的
な
も
の
と
物
理
的
な
も
の
と
を
区
別
す
る
指
標
と
な

　
　
　
る
（
「
意
図
的
」
（
凶
昌
魯
け
凶
§
巴
）
と
い
う
意
味
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
）
。

　
　
歴
史
的
経
緯
　
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
で
も
ち
い
ら
れ
た
一
三
①
箕
δ
と
い
う
タ
ー
ム
に
由
来
し
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ム
哲
学
の
用
語
の
翻
訳

　
　
　
語
と
し
て
の
こ
の
タ
ー
ム
の
機
能
を
重
要
な
起
源
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
こ
の
ス
コ
ラ
的
概
念
を
復
活
し
、

　
　
　
現
代
哲
学
に
お
け
る
志
向
性
概
念
の
流
通
の
先
鞭
を
付
け
た
。
彼
は
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
心
的
な
も
の
の
関
係
性
や
方
向
性
を
強
調

　
　
　
し
、
こ
の
概
念
を
心
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
識
饗
す
る
指
標
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
い
く
つ
か
の
哲
学
事
典
な
ど
か
ら
抽
出
さ
れ
る
「
基
本
的
意
味
」
と
そ
の
「
歴
史
的
背
景
」
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
英

米
圏
の
哲
学
で
の
理
解
に
少
し
傾
斜
し
た
ま
と
め
方
で
は
あ
る
が
、
こ
の
論
考
の
目
的
は
す
べ
て
の
立
場
に
公
平
な
事
典
的
規
定
を
与
え
る

こ
と
で
は
な
い
。
・
王
と
し
て
英
語
圏
の
哲
学
で
の
「
志
向
性
」
を
め
ぐ
る
平
明
な
議
論
を
観
察
し
な
が
ら
、
こ
の
概
念
の
孕
む
問
題
性
と
意

義
を
再
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
基
本
的
意
味
」
に
つ
い
て
少
し
解
説
を
付
け
加
え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
心
的
状
態
は
、
何
ら
か
の
状
態
や
対
象
に
関
係
し
て
い
る
、
あ

る
い
は
何
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
「
私
は
い
ま
水
が
飲
み
た
い
」
と
欲
す
る
と
き
、
私
の
欲
求
は
眼
前
の
水
に

向
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
司
会
者
は
私
の
講
演
が
長
い
と
思
う
」
と
思
う
と
き
、
司
会
者
の
信
念
は
こ
の
私
の
講
演
が
長
い
と
い
う
事
柄

ま
た
は
事
態
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
欲
求
や
信
念
は
、
つ
ね
に
何
か
に
か
か
わ
っ
た
り
何
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

た
ん
に
欲
求
し
た
り
信
じ
て
い
る
だ
け
で
何
か
を
欲
求
し
た
り
信
じ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
「
何
か
に
か
か
わ

る
」
と
い
う
こ
の
特
性
は
、
さ
ら
に
、
疑
う
、
望
む
、
想
像
す
る
、
思
い
出
す
、
悔
い
る
な
ど
の
心
的
事
象
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で



あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
私
の
前
に
あ
る
机
も
水
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
何
か
に
か
か
わ
る
」
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
に
、
物
理

的
対
象
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
「
何
か
に
か
か
わ
る
」
と
い
う
こ
と
を
成
立
の
条
件
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
志
向
性
は
・
1
9
的
な
も
の
の
み
が
も
つ
特
徴
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
提
示
さ
れ
る
に
い
た
る
。

　
3
　
い
ま
素
描
さ
れ
た
よ
う
な
志
向
性
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
な
か
で
も
最

も
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
る
課
題
は
、
「
自
然
的
世
界
の
な
か
で
志
向
性
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
集
約
さ
れ
る
だ

（
2
）

ろ
う
。
そ
の
事
情
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

　
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
き
わ
め
て
緩
や
か
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
自
然
主
義
的
な
（
鵠
曽
酔
郎
「
Q
躍
ω
酔
凶
O
）
世
界
観
を
暗
黙
の
う
ち
に

採
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
住
ま
う
世
界
は
、
物
理
学
や
生
物
学
な
ど
の
自
然
科
学
に
よ
っ
て
理
解
可
能
な
存
在
か
ら
構
成
さ
れ

て
お
り
、
超
自
然
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
心
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
自
然
的
世
界
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
志
向
性
は
、
自
然
的
世
界
の

性
質
や
事
物
の
関
係
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
何
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
「
何
か
に
か
か
わ
る
」
と
い
う
志
向
的
性
質

は
、
心
的
状
態
に
は
本
質
的
な
要
件
に
思
わ
れ
る
が
、
心
的
で
な
い
事
象
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
す
る
と
、
も
し
心
的
状
態
も
自
然

的
世
界
の
一
部
を
構
成
し
自
然
的
な
秩
序
や
法
則
に
従
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
心
的
状
態
の
指
標
と
も
な
り
う
る
志
向
性
に
つ
い
て
、

自
然
的
な
（
轟
窪
「
野
口
ω
鳳
。
）
タ
ー
ム
に
よ
る
説
明
、
志
向
的
概
念
を
前
提
と
し
な
い
自
然
科
学
的
説
明
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
旭
　
。

し
．
．
：
：

　
志
向
性
と
い
う
概
念
が
以
上
の
よ
う
な
課
題
を
提
起
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
志
向
性
と
は
自
然
主
義
者
に
と
っ
て
は
自
然
主
義
的
に
説
明
さ

れ
る
べ
き
挑
戦
で
あ
り
、
ま
た
非
自
然
主
義
者
（
心
的
状
態
を
自
然
主
義
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
人
々
）
に
と
っ
て
は
自

然
主
義
の
侵
攻
を
く
い
止
め
る
防
塁
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
志
向
性
の
概
念
は
、
し
ぼ
し
ば
自
然
主
義
と
非
自
然
主
義
と
の
雌
雄
を
決
す

る
戦
場
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

志
　
向
　
性
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1

問
題
の
図
柄
の
定
着

　
4
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
由
来
す
る
志
向
性
の
概
念
が
大
陸
系
の
哲
学
に
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
で
あ
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
弟
子
の
フ
ッ
サ
ー
ル
ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
概
念
は
最
大
限
の
意
義
を
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル

の
議
論
に
多
く
の
哲
学
者
が
学
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
も
と
も
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
生
ま
れ
の
こ
の
概
念
を
、
先
に
見
た
よ
う
な

自
然
主
義
を
基
調
と
す
る
英
語
圏
の
哲
学
に
導
入
し
、
自
然
主
義
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
挑
戦
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
重
要
な
概
念
へ
と
成
長

さ
せ
た
功
績
は
、
ま
ず
だ
れ
よ
り
も
チ
ザ
ム
（
菊
O
匹
Φ
「
凶
O
π
寓
．
（
）
び
｛
ω
び
O
一
ヨ
）
に
帰
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
英
米
の
哲
学
へ
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
重
要
な
紹
介
者
で
も
あ
る
チ
ザ
ム
は
、
志
向
的
な
文
（
ヨ
け
窪
賦
8
巴
ω
①
暮
魯
。
Φ
）
で
あ
る
こ
と
の
諸

基
準
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
志
向
性
の
概
念
を
よ
り
明
確
に
規
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
論
的
な
可
能
性
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ

と
め
た
。
そ
の
う
ち
の
最
も
有
名
な
議
論
が
、
「
志
向
的
内
在
」
を
め
ぐ
る
議
論
（
（
）
窯
ω
ぎ
ぎ
竈
墾
。
冨
上
篇
H
）
で
あ
る
。
英
米
圏
で
の
そ

の
後
の
議
論
は
、
こ
の
チ
ザ
ム
の
分
析
を
出
発
点
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
歴
史
的
遡
源
の
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
の
一
里
塚
に
立
ち
止

ま
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
5
　
チ
ザ
ム
は
こ
こ
で
志
向
性
の
概
念
を
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
表
現
の
形
式
へ
と
変
換
し
て
分
析
し
、
文
が
志
向
的
で
あ
る
こ
と
の
標
識

と
し
て
次
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
基
準
は
、
少
し
回
り
く
ど
い
仕
方
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
単
純
化
す
れ
ば
、
文
S
が
志
向

的
で
あ
る
条
件
は
、
次
の
三
つ
の
基
準
の
い
ず
れ
か
（
そ
の
透
磁
）
を
満
た
す
こ
と
で
あ
る
。

　
ω
　
S
は
、
単
称
名
辞
（
ω
ぎ
o
q
三
管
け
興
ヨ
）
を
含
む
が
、
そ
の
指
示
対
象
の
存
在
す
る
こ
と
を
含
意
し
な
い
。

　
㈲
　
S
は
、
S
の
真
理
値
と
か
か
わ
り
の
な
い
文
を
含
ん
で
い
る
。

　
㈹
　
S
の
含
む
名
辞
や
記
述
を
、
真
理
値
を
保
持
し
た
ま
ま
、
そ
れ
と
同
一
の
指
示
対
象
を
持
つ
他
の
名
辞
や
記
述
と
代
替
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
な
い
。



　
も
ち
ろ
ん
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
志
向
性
が
十
分
に
定
義
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
議
論
で
は
、
む
し
ろ
疑
問
の
声
の
方

が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
少
な
く
と
も
ω
と
㈲
は
、
志
向
的
な
文
の
も
つ
特
異
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

　
一
般
に
A
と
B
と
の
問
に
何
ら
か
の
関
係
が
成
立
す
る
と
き
、
A
と
B
と
が
と
も
に
存
在
す
る
こ
と
が
帰
結
す
る
。
し
か
し
私
が
シ
ャ
ー

ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
に
会
い
た
い
と
望
む
と
き
、
私
の
希
望
は
架
空
の
対
象
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ω
が
示
す
の
は
、
こ
の
よ
う
に
存
在
し

な
い
も
の
と
の
間
に
も
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
特
異
性
で
あ
る
。
こ
の
特
異
性
は
、
少
し
テ
ク
ニ
カ
ル
に
言
え
ば
、
志
向
的
文
脈
に
お
け

る
存
在
汎
化
（
Φ
邑
ω
8
聴
官
α
q
①
器
轟
同
一
N
駐
8
）
の
不
成
立
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
伝
統
的
に
は
、
心
的
状
態
の
か
か
わ
る
対
象

－
「
志
向
的
対
象
」
（
冒
け
窪
鉱
8
巴
○
豆
①
9
）
と
呼
ば
れ
る
一
の
存
在
論
的
身
分
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
し
て
き
た
。
㈹
も
、
成
立
し

て
い
な
い
（
真
で
な
い
）
事
態
に
つ
い
て
の
思
考
や
欲
求
が
成
立
す
る
（
そ
う
し
た
心
的
状
態
が
成
立
す
る
こ
と
は
真
）
と
い
う
事
象
の
記
述

を
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
非
実
在
的
な
事
象
へ
の
関
係
と
い
う
点
で
は
ω
と
親
近
的
で
あ
る
。

　
他
方
㈹
は
、
志
向
的
関
係
の
成
立
の
有
無
が
、
そ
の
関
係
す
る
項
の
記
述
の
仕
方
に
依
存
す
る
と
い
う
特
異
性
を
示
す
。
た
と
え
ぽ
、
私

は
現
在
の
京
大
文
学
部
一
の
酒
飲
み
の
教
授
が
ハ
ン
サ
ム
だ
と
信
ず
る
こ
と
な
く
、
伊
藤
邦
武
さ
ん
が
ハ
ン
サ
ム
だ
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
京
大
文
学
部
一
酒
飲
み
の
教
授
は
伊
藤
さ
ん
な
の
で
、
私
の
信
念
は
同
一
人
物
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
の
仕
方
に

応
じ
て
、
私
の
信
念
は
成
立
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
特
異
性
は
、
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
法
則
「
切
p
。

か
つ
賠
び
な
ら
ば
岡
ぼ
の
志
向
的
文
脈
に
お
け
る
不
成
立
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
指
示
の
不
透
明
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
の
ω
及
び
㈹
と
㈹
の
関
係
は
、
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
チ
ザ
ム
自
身
あ
る
と
き
は
ω
ω
は
㈱
に
吸
収
さ
れ
る
と
考

え
た
が
（
○
ぼ
ω
げ
。
一
睡
H
⑩
誤
＼
O
O
）
、
ほ
ど
な
く
そ
の
よ
う
な
期
待
を
捨
て
て
い
る
（
○
讐
珍
。
巨
お
巽
）
。
直
観
的
に
言
え
ば
、
憲
向
性
あ
る
い

は
志
向
的
な
関
係
の
特
質
を
、
ω
㈹
は
実
在
し
な
い
事
象
と
の
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
点
に
、
㈹
は
実
在
す
る
事
象
と
関
係
し
つ
つ
そ

の
関
係
が
当
の
事
象
の
記
述
や
理
解
の
仕
方
に
依
存
し
て
成
立
す
る
と
い
う
点
に
認
め
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
こ
の
事
情
は
、
こ
こ
で
規

定
さ
れ
て
い
る
「
志
向
性
」
の
概
念
が
じ
つ
は
す
で
に
一
枚
岩
で
は
な
く
、
内
部
に
複
数
の
思
考
を
胚
胎
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
か

志
　
向
　
性

二
九
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も
し
れ
な
い
。
（
そ
し
て
こ
の
可
能
性
は
、
本
論
考
の
続
編
に
お
い
て
、
歴
史
的
遡
源
を
通
じ
て
実
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
）

　
6
　
だ
が
と
も
か
く
、
文
が
志
向
的
で
あ
る
こ
と
の
以
上
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
的
内
在
の
理
解
を
チ
ザ

ム
は
次
の
よ
う
に
再
定
式
化
し
て
い
る
。
－
単
に
「
物
理
的
な
も
の
」
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
信
念
は
す
べ
て
非
志
向
的
な
文
に
よ
っ
て

表
現
で
き
る
。
し
か
し
、
知
る
、
欲
す
る
な
ど
の
心
的
態
度
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
志
向
的
な
文
あ
る
い
は
非
心
理
的
な
現
象

を
記
述
す
る
際
に
は
用
い
る
必
要
の
な
か
っ
た
タ
ー
ム
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
心
的
現
象
に
の
み
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
見
解
は
「
ブ
レ
ン
タ
！
ノ
の
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
結
果
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
著
作
を
ま
っ
た
く
読
ま
ず
に
、
こ
の
チ
ザ
ム
の
分
析
（
と
そ
れ
に
続
く
議
論
）
だ
け
に
依
拠
し
て
「
ブ
レ
ン
タ

ー
ノ
の
テ
ー
ゼ
」
の
妥
当
性
を
論
じ
る
と
い
う
事
態
、
「
自
己
超
越
」
や
「
地
平
」
と
い
っ
た
概
念
群
に
紛
れ
て
い
な
い
だ
け
風
通
し
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

い
が
い
さ
さ
か
軽
薄
と
も
言
え
る
事
態
が
現
出
し
た
。

　
7
　
チ
ザ
ム
自
身
は
、
い
ま
手
に
入
れ
た
定
式
化
を
武
器
に
、
志
向
的
性
質
を
物
理
的
状
態
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
議
論
を
批
判
し
、

「
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
テ
ー
ゼ
」
を
擁
護
す
る
。
具
体
的
に
は
、
指
示
す
る
（
お
冷
『
）
、
表
示
す
る
（
旦
①
臨
α
q
コ
無
Φ
）
、
意
味
表
示
す
る
（
臨
②
q
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

艮
《
）
な
ど
の
意
味
論
的
タ
ー
ム
の
志
向
性
は
そ
れ
を
使
用
す
る
人
の
心
の
志
向
性
か
ら
与
え
ら
れ
た
派
生
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
想
定

の
も
と
で
、
そ
の
よ
う
な
言
語
の
志
向
性
を
刺
激
や
反
応
な
ど
の
物
理
的
タ
ー
ム
に
よ
る
記
述
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
論

証
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
擁
護
の
特
質
は
、
た
と
え
ば
カ
ル
ナ
ッ
プ
に
対
す
る
批
判
に
よ
く
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ル
ナ
ッ
プ
は
、
「
す
べ
て
の
心
理
学

の
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
物
理
的
な
事
象
、
す
な
わ
ち
人
間
や
他
の
動
物
の
物
理
的
な
振
る
舞
い
を
記
述
す
る
の
で
あ
る
」
（
○
口
数
巷
お
㎝
ρ
℃
．

お
窃
）
と
い
う
行
動
主
義
的
立
場
を
採
る
。
以
下
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
提
案
と
チ
ザ
ム
の
批
判
を
非
形
式
化
と
単
純
化
を
ほ
ど
こ
し
て
述
べ
る

な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
提
案
は
、
あ
る
語
「
Q
」
の
意
味
を
、
そ
の
語
が
意
味
す
る
対
象
が
現
前
し
た
と
き
に
「
Q
か
～
」
と
問
わ
れ
た
場
合
に



肯
定
的
答
え
を
与
え
る
と
い
う
そ
の
語
の
話
者
の
反
応
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
私
が
己
。
σ
Q
．
と
い
う
語
の

意
味
を
理
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、
犬
が
目
の
前
に
い
る
と
き
「
仙
。
α
q
か
P
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
肯
定
的
な
答
え
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
私
に
と
っ
て
の
．
仙
。
α
q
．
の
意
味
と
は
、
「
α
o
σ
q
か
P
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
肯
定
的
な
答
え
を
与
え
る
た
め
に
そ
の
対
象
が
満

た
し
て
い
る
べ
き
条
件
、
つ
ま
り
そ
れ
が
犬
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
大
昔
か
ら
人
間
に
飼
育
さ
れ
て
き
た
嗅
覚
の
鋭
い
中
型
の
哺
乳
類
で

あ
る
こ
と
…
…
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
問
い
に
対
す
る
私
の
反
応
か
ら
意
味
を
定
義
す
る
と
き
、
私
に
と
っ
て
の
．
α
o
ひ
q
、
が
意
味

す
る
も
の
が
犬
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
わ
た
し
が
「
創
。
ぴ
q
か
2
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
肯
定
的
な
答
え
を
与
え
る
の
が
、
現
前
す
る
対

象
が
犬
で
あ
る
と
い
う
場
合
で
あ
り
か
つ
そ
の
よ
う
な
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
実
際
に
は
思
い
違
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
、
チ
ザ
ム
の
批
判
は
依
拠
す
る
。
た
と
え
ぽ

狐
が
葭
の
前
に
い
な
が
ら
私
は
そ
れ
を
犬
と
思
っ
て
い
た
た
め
に
、
召
。
α
q
か
P
」
と
聞
か
れ
て
イ
エ
ス
と
答
え
た
と
し
よ
う
。
カ
ル
ナ
ッ

プ
流
の
意
味
の
規
定
に
し
た
が
う
な
ら
ぽ
、
狐
も
わ
た
し
に
と
っ
て
の
．
α
o
σ
q
．
の
意
味
を
満
た
す
も
の
の
メ
ン
バ
ー
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
私
の
理
解
し
て
い
る
．
α
o
頒
、
の
意
味
に
は
狐
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
。
も
し
こ
の
困
難
を
避
け
て
、
．
仙
。
㎎
、
の
意
味
を
、
「
私

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

へ

が
犬
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
対
象
が
現
前
す
る
と
き
に
肯
定
的
答
え
を
与
え
る
」
な
ど
と
変
更
す
る
な
ら
ば
、
「
信
ず
る
」
と
い
う
心
的
・

志
向
的
概
念
を
密
輸
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
心
的
で
な
い
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
意
昧
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
破
綻
し
て
し
ま
う
。

　
批
判
の
要
点
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
あ
る
話
者
X
に
と
っ
て
あ
る
言
葉
Q
が
何
か
y
を
意
味
し
た
り
指
示
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
を
、

あ
る
対
象
の
現
前
と
そ
の
言
葉
の
発
話
な
い
し
は
そ
の
雷
葉
を
用
い
た
疑
問
文
に
対
す
る
X
の
肯
定
的
態
度
な
ど
の
外
的
反
応
か
ら
規
定
し

よ
う
と
し
て
も
、
X
が
Q
の
意
味
を
y
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
し
つ
つ
も
y
以
外
の
対
象
を
y
と
誤
認
し
Q
を
誤
っ
て
適
用
す
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
以
上
、
X
に
と
っ
て
の
Q
の
意
味
を
対
象
の
現
前
と
そ
れ
に
対
す
る
反
応
の
記
述
か
ら
だ
け
は
確
定
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
話
者
が
言
葉
を
適
用
す
る
そ
の
対
象
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
心
的
あ
る
い
は
志
向

的
諸
概
念
へ
と
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。

志
　
向
　
性

＝
二
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い
ま
チ
ザ
ム
の
批
判
を
少
し
詳
し
く
紹
介
し
た
の
も
、
一
つ
に
は
、
そ
の
論
点
が
、
荒
削
り
で
は
あ
れ
、
意
味
や
心
を
自
然
主
義
的

（
行
動
主
義
的
あ
る
い
は
自
然
科
学
的
）
に
説
明
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
の
一
つ
の
原
型
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
た
と

え
ば
意
味
の
理
論
の
可
能
性
と
あ
り
方
と
い
う
基
本
的
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ダ
メ
ッ
ト
を
批
判
す
る
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
論
点
は
、
こ
の
チ
ザ
ム

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
議
論
と
同
質
で
あ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
、
チ
ザ
ム
の
議
論
は
、
先
に
述
べ
た
「
基
本
的
意
味
」
な
ど
で
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
か
っ
た
志
向
性
の
注
手
す
べ
き
局

面
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
チ
ザ
ム
の
問
題
提
起
を
別
の
角
度
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
議
論
の
中
心
的
部
分
に
は
「
誤
る
」
と
い
う
こ
と

の
問
題
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
刺
激
と
そ
の
反
応
の
観
察
の
み
に
依
拠
し
て
言
葉
の
意
味
を
確
定
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
雷
語
の
使

用
者
が
あ
る
対
象
を
見
誤
る
な
ど
、
何
か
を
誤
っ
た
仕
方
で
表
象
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
化
の
可

能
性
を
は
じ
め
と
し
て
志
向
性
を
論
ず
る
者
は
、
因
果
性
と
規
範
性
（
広
義
）
と
の
関
係
づ
け
と
い
う
問
題
を
、
す
な
わ
ち
「
因
果
的
世
界

に
お
い
て
真
／
偽
、
正
／
誤
の
弁
別
は
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
引
き
受
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
物
理
的
な
因
果
的

過
程
と
い
う
関
係
そ
れ
だ
け
を
見
る
か
ぎ
り
、
二
つ
の
事
象
間
に
は
因
果
関
係
の
成
立
あ
る
い
は
不
成
立
と
い
う
事
態
し
か
な
く
「
誤
り
」

が
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
志
向
的
関
係
に
お
い
て
は
、
心
的
状
態
が
何
か
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
正
し
く
表
象
す
る
こ
と

　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
誤
っ
て
表
象
す
る
こ
と
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
9
　
で
は
、
志
向
的
タ
ー
ム
に
は
こ
の
よ
う
に
物
理
的
状
態
や
過
程
に
還
元
さ
れ
え
な
い
特
異
性
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
特
異
性
は
い

か
な
る
意
義
を
も
つ
の
か
。
一
実
は
チ
ザ
ム
の
議
論
を
受
け
と
め
た
人
々
の
間
で
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
学
ば
れ
る
教
訓
は
、
論
者
に
よ

っ
て
百
八
十
度
異
な
る
。

　
チ
ザ
ム
の
議
論
か
ら
チ
ザ
ム
と
は
ま
っ
た
く
甥
の
教
調
を
引
き
出
し
た
の
は
ク
ワ
イ
ン
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
は
、
こ
の
点
に
か
ぎ
っ
て
は

カ
ル
ナ
ッ
プ
と
同
様
に
、
基
本
的
に
は
物
理
主
義
的
な
存
在
論
を
採
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
に
実
在
す
る
も
の
と
し
て
は
、
心
的
・
恋
向
的

な
事
象
を
認
め
な
い
。
他
方
で
、
彼
は
一
「
根
元
的
翻
訳
」
（
『
鋤
自
同
O
餌
一
　
什
増
餌
コ
ω
一
四
酔
一
◎
瓢
）
に
つ
い
て
の
考
察
な
ど
を
経
て
1
意
味
論
的
な



用
語
を
自
然
科
学
の
言
語
に
厳
密
に
翻
訳
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
積
極
的
に
論
証
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
チ
ザ
ム
と
見
解
を
同
じ
く
す

る
。
で
は
、
彼
は
志
向
的
な
概
念
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
。
ー
ク
ワ
イ
ン
は
志
向
的
対
象
を
措
定
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
を
払
い
の
け
た

の
ち
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

　
　
志
向
的
な
イ
デ
ィ
オ
ム
は
還
元
で
き
な
い
と
い
う
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
テ
ー
ゼ
は
、
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
と
一
致
し
て
い
る
。
人

　
　
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
テ
ー
ゼ
を
、
志
向
的
イ
デ
ィ
オ
ム
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
志
向
性
に
つ
い
て
の
自
律
し
た
科
学
が
重
要

　
　
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
あ
る
い
は
、
志
向
的
イ
デ
ィ
オ
ム
が
根
拠
を
も
た
な
い
こ
と
、
そ

　
　
し
て
志
向
性
の
科
学
が
空
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
私
の
立
場
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と

　
　
は
異
な
り
、
第
二
の
立
場
で
あ
る
。
…
…
た
だ
し
私
は
志
向
的
イ
デ
ィ
オ
ム
の
日
常
的
な
使
用
を
否
定
す
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
そ
れ

　
　
ら
が
実
際
的
に
（
O
鑓
。
け
ざ
p
ξ
）
な
し
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
…
…
も
し
現
実
の
真
な
る
究
極
の
構

　
　
造
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
採
用
す
べ
き
正
規
の
枠
組
み
は
、
直
接
引
用
以
外
の
引
用
は
な
く
、
命
題
的
態
度
も
な
く
、

　
　
た
だ
有
機
体
の
物
理
的
構
成
と
振
舞
い
し
か
も
っ
て
い
な
い
厳
格
な
枠
組
み
で
あ
る
。
（
O
巳
器
お
①
ρ
o
』
さ
・
一
）

　
ク
ワ
イ
ン
に
と
っ
て
の
志
向
的
イ
デ
ィ
オ
ム
の
意
義
は
、
あ
く
ま
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活

を
送
る
上
で
そ
れ
は
実
際
的
に
必
要
な
の
で
あ
る
が
そ
れ
以
上
の
意
義
を
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
に
と
っ
て
志
向
的
イ
デ
ィ
オ
ム

は
現
実
の
世
界
の
あ
り
方
を
描
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
物
語
的
イ
デ
ィ
オ
ム
」
な
の
で
あ
り
、
額
面
通
り
に
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
1
0
　
傭
鰍
的
に
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
チ
ザ
ム
の
定
式
化
と
分
析
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
ク
ワ
イ
ン
の
反
応
に
よ
っ
て
、
英
語
圏

で
の
志
向
性
に
つ
い
て
の
問
題
領
域
が
構
成
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
ド
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

反
応
が
生
ま
れ
た
。
現
在
の
多
く
の
理
論
は
、
志
向
性
を
、
実
在
の
も
つ
あ
る
性
質
と
考
え
る
立
場
と
そ
れ
を
有
用
な
物
語
を
語
る
た
め
の

概
念
と
み
る
立
場
と
い
う
二
つ
を
理
論
的
極
と
し
な
が
ら
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
志
向
性
を
自
然
的
世
界
へ
と
軟
着
陸
さ
せ
る
こ
と
を
試
み

志
　
向
　
性

三
三
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四

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
受
け
止
め
方
の
一
端
を
楽
し
く
知
る
に
は
、
ホ
ー
ジ

ラ
ン
ド
の
「
志
向
性
オ
ー
ル
ス
タ
ー
軍
団
」
の
メ
ン
バ
ー
を
見
れ
ば
よ
い

（
景
雲
伽
q
①
冨
a
一
⑩
8
）
。
彼
に
し
た
が
っ
て
そ
の
メ
ン
バ
ー
を
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
に
配
置
し
て
示
せ
ば
、
上
の
よ
う
な
図
に
な
る
（
た
だ
し
、
あ
ま
り
生
ま

じ
め
に
受
け
と
ら
な
い
よ
う
に
）
。
志
向
性
は
こ
の
よ
う
に
、
内
的
に
実
在
す

る
も
の
と
考
え
る
（
右
翼
的
～
）
立
場
か
ら
、
た
ん
な
る
語
り
方
の
問
題
で

あ
り
、
も
は
や
超
越
論
的
実
体
化
や
王
侯
た
ち
の
聖
な
る
権
利
な
ど
と
と
も

に
社
会
史
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
見
る
（
左
翼

的
～
）
立
場
ま
で
を
含
ん
だ
フ
ィ
ー
ル
ド
で
プ
レ
イ
さ
れ
て
い
る
。

1
1
　
議
論
の
前
提

　
1
1
　
だ
が
、
野
球
は
フ
ィ
ー
ル
ド
の
な
か
だ
け
で
成
立
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
フ
ァ
ー
ル
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
ド
を
戦

い
の
場
と
し
て
限
定
し
て
い
る
空
間
で
あ
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
プ
レ
イ
も

そ
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
同
様
に
、
以
上
に
素
描
さ
れ
た
志
向
性
の

問
題
状
況
も
、
議
論
の
直
接
の
主
題
と
は
な
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
前
提
的
事

項
を
共
有
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
そ
う
し
た
前
提
の
い
く
つ
か
は
心
的
な
も

の
と
志
向
性
と
の
重
な
り
と
い
う
か
な
り
根
幹
的
な
事
柄
に
か
か
わ
る
。



　
ま
ず
第
一
に
、
志
向
性
を
め
ぐ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
の
外
に
は
志
向
性
を
も
た
な
い
と
さ
れ
る
心
的
な
も
の
が
存
在
す
る
。
近
年
の
多
く
の
論

者
の
考
え
で
は
、
志
向
性
は
心
的
な
も
の
の
必
要
条
件
で
は
な
い
の
だ
。
し
か
も
こ
の
点
は
、
志
向
性
の
分
析
に
先
立
つ
前
提
的
な
断
り
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

き
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
何
か
に
つ
い
て
不
安
だ
っ
た
り
自
信
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
不
安
だ
っ
た
り
自
信
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ぽ
漠
然
と
し
た
不
安
や
自
信
は
、
特
定
の
対
象
や
内
容
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
志
向

的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
痛
み
の
感
覚
の
よ
う
に
、
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
と
思
わ
れ
る
心
的
状
態
が
あ
る
。
痛
み
と
は

何
か
を
痛
む
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
痛
み
の
感
覚
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
非
志
向
的
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
考
え
方
を
少
し
押
し
進
め
れ
ば
、
・
1
0
的
な
も
の
と
い
う
概
念
の
統
一
性
へ
の
疑
問
へ
と
た
ど
り
つ
く
。
近
代
の
認
識
論
に
批
判
的
な

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
ー
は
次
の
よ
う
な
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
。
1
痛
み
と
信
念
を
一
緒
に
つ
な
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
そ

の
黒
し
の
ぎ
な
も
の
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
「
物
理
的
（
℃
ξ
臨
。
巴
）
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
拒
否
す
る
と
い
う
点
を
の
ぞ

け
ぽ
、
何
か
共
通
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
ロ
ー
テ
ィ
ー
は
さ
ら
に
、
「
心
的
」
と
い
う
概
念
を
現
象
的
と
志
向
的
と

い
う
二
つ
の
項
の
選
言
か
ら
な
る
と
い
う
提
案
を
し
た
上
で
、
心
的
な
も
の
と
は
家
族
的
類
似
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
と
ま
り
に
さ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
菊
。
「
ξ
H
箋
㊤
も
』
卜
。
）
。
ま
た
キ
ャ
ス
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ク
ス
も
「
痛
み
と
、
数
学
に
つ
い
て
の
思
考
と
を

束
ね
る
何
か
が
、
あ
る
適
切
な
自
然
種
を
指
し
示
す
信
頼
で
き
る
指
標
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
も
な
い
」
と
考
え
る
（
芝
葵
①
ω

お
。
。
。
。
．
℃
●
。
。
。
。
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
志
向
性
へ
の
着
目
は
、
心
と
い
う
概
念
の
統
一
性
を
堀
崩
す
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
皮
肉
な
事
情
と

言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
志
向
性
は
、
心
的
な
も
の
が
心
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
も
つ
特
性
で
あ
り
、
心
的
な
も
の
の
統
一
性
の
指
標
と

し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
の
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
、
志
向
性
と
い
う
概
念
に
も
と
も
と
内
在
し
て
い
た

あ
る
種
の
理
論
的
錯
綜
を
遠
因
と
す
る
こ
と
を
見
届
け
る
で
あ
ろ
う
。

志
向
性

三
五
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1
2
　
同
じ
く
志
向
性
の
議
論
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
は
、
多
く
の
場
合
、
暗
黙
の
う
ち
に
除
外
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
論
点
が
も
う
一
つ

あ
る
。
雷
語
の
志
向
性
の
扱
い
方
で
あ
る
。

　
志
向
性
の
基
本
的
意
味
で
あ
る
く
何
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
V
〈
何
か
に
か
か
わ
る
V
と
い
う
特
質
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
規
定
さ

れ
る
に
せ
よ
、
お
そ
ら
く
言
語
活
動
、
と
り
わ
け
そ
の
「
意
味
す
る
」
「
指
示
す
る
」
「
表
示
す
る
偏
と
い
っ
た
は
た
ら
き
に
つ
い
て
も
妥
当

す
る
で
あ
ろ
う
。
語
「
り
ん
ご
」
は
リ
ン
ゴ
を
指
示
し
、
「
い
ま
雨
が
降
っ
て
い
る
」
と
い
う
文
は
、
現
在
の
天
候
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
言
語
は
、
存
在
し
な
い
ア
イ
テ
ム
や
成
立
し
て
い
な
い
事
態
に
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
は
、
い
わ
ば
実
質
的
な
議
論
に
は
い
る
前
の
予
備
的
手
続
き
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
処
理
が
お
こ

な
わ
れ
る
一
事
語
の
志
向
性
は
心
の
志
向
性
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
英
語
圏
の
哲
学
に
お
い
て
志
向
性
概
念
を
表
舞
台
へ
と
引
き

上
げ
た
チ
ザ
ム
の
議
論
自
体
が
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
手
続
き
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
て
い
た
（
本
稿
7
節
参
照
）
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
　
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
語
や
文
を
雑
音
や
印
の
ク
ラ
ス
と
し
て
考
え
る
な
ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
語
や
文
が
「
物
理
的
篇
（
非
心
理
的
）
現

　
　
象
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
語
や
文
の
意
味
が
そ
れ
を
用
い
る
人
々
の
心
的
な
態
度
と
の
関

　
　
係
を
抜
き
に
し
て
語
や
文
が
持
っ
て
い
る
特
性
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ュ
リ
ッ
ク
が
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
、

　
　
「
意
味
は
そ
こ
で
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
文
に
内
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
扁
、
意
味
は
「
文
に
『
付
与
さ

　
　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
」
の
で
あ
る
。
（
Ω
房
げ
。
ぎ
お
窃
刈
も
］
凝
）

　
な
る
ほ
ど
こ
の
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
な
た
が
い
ま
読
ん
で
い
る
こ
の
文
字
、
と
い
う
よ
り
白
紙
上
の
こ
の
黒
い

シ
ミ
が
何
か
を
意
味
し
う
る
の
は
、
私
が
何
ら
か
の
意
味
や
内
容
を
「
込
め
て
」
記
し
、
あ
な
た
が
そ
れ
を
「
読
み
と
る
」
と
い
う
、
互
い

の
心
の
は
た
ら
き
に
、
つ
ま
り
心
の
志
向
性
に
依
存
す
る
。
心
の
は
た
ら
き
を
離
れ
て
は
、
た
ん
に
白
紙
を
汚
し
て
い
る
黒
い
シ
ミ
に
す
ぎ

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
黒
い
シ
ミ
に
意
味
を
与
え
る
心
の
も
つ
志
向
性
は
さ
ら
に
別
の
何
か
か
ら
付
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
原
初
的
な



志
向
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
文
の
表
象
能
力
は
、
内
在
的
な
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
心
の
志
向
性
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ

る
。
他
方
で
心
的
状
態
の
志
向
性
は
さ
ら
に
先
立
つ
志
向
性
の
形
式
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
状
態
そ
の
も
の
に
内
在
的
な
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
サ
ー
ル
の
理
解
（
ω
8
ユ
①
お
。
。
ω
も
●
く
隣
）
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
語
の
志
向
性
が
心
の
志
向

性
に
由
来
す
る
と
い
う
見
方
は
、
暗
黙
に
想
定
さ
れ
て
い
る
か
、
議
論
に
必
要
な
前
提
と
し
て
た
ん
に
言
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
が
多

い
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
手
続
き
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
準
備
的
作
業
と
し
て
扱
え
る
ほ
ど
軽
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
チ
ザ
ム
に
と
っ
て
、
言
語
の

志
向
性
は
心
理
的
な
も
の
の
志
向
性
に
依
存
す
る
と
い
う
想
定
は
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
の
ち
に
な
っ
て
こ
の
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
理
論
的
な
展
開
・
擁
護
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
サ
ー
ル
の
志
向
性
の
分
析
の
背
後
に
は
、
「
言
語
哲
学
は
心
の
哲
学
の
一
分

野
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
基
本
的
想
定
」
（
ω
Φ
鋤
二
①
旧
り
。
。
ρ
や
乱
）
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
想
自
体
は
、
自
明
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
も
と
よ
り
、
志
向
性
を
論
ず
る
ひ
と
び
と
が
そ
ろ
っ
て
心
の
志
向
性
の
原
初
性
と
い
う
前
提
を
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
耳
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

澄
ま
す
な
ら
ぽ
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
対
す
る
異
論
も
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
も
そ
も
、
チ
ザ
ム
に
よ
る
志
向
性
概
念
の
分
析
と
ほ
ぼ
同
時
期

に
、
志
向
性
と
言
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
言
語
の
志
向
性
の
第
一
次
性
の
主
張
と
も
い
い
う
る
見
解
が
チ
ザ
ム
に
対
抗
す
る
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ち
で
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
志
向
性
を
論
ず
る
上
で
、
こ
の
経
緯
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

　
1
3
　
心
と
物
体
、
心
的
な
も
の
と
物
的
な
も
の
と
の
対
比
は
、
少
な
く
と
も
デ
カ
ル
ト
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
対

比
が
「
志
向
性
」
を
一
つ
の
キ
i
・
コ
ン
セ
プ
ト
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
現
代
哲
学
に
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
志
向
性
と

い
う
概
念
は
、
た
し
か
に
「
心
的
な
も
の
」
の
特
性
を
あ
ら
わ
す
重
要
な
手
が
か
り
の
～
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
定
の

定
式
化
も
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
上
で
、
志
向
性
の
自
然
的
世
界
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
確
定
、
あ
る
い
は
自
然
化
可
能
性
と
い
う
課
題
が
提

起
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
支
え
る
志
向
性
の
理
解
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
は
な
い
。
さ
ら
に
議
論
の
多
く

は
、
志
向
性
と
心
、
そ
し
て
言
語
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
か
な
り
基
本
的
と
も
思
わ
れ
る
前
提
を
背
景
に
伴
っ
て
も
い
た
。

志
　
向
性

三
七
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三
八

　
以
上
の
よ
う
な
現
在
状
況
を
見
届
け
た
上
で
「
志
向
性
」
の
概
念
の
歴
史
的
な
遡
源
を
試
み
る
の
は
、
そ
れ
が
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
概
念
な
の
で
跡
づ
け
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
志
向
性
を
め
ぐ
る
問
題
の
生
成
過
程
に
お

い
て
は
、
い
く
つ
か
の
一
…
か
な
り
歴
史
的
に
根
深
い
－
思
考
の
あ
り
方
が
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
現
在
で
は
少
な
く
と
も
自

明
の
こ
と
と
し
て
は
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
想
定
も
介
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
想
定
も
含
め
て
、
こ
の
概
念
の
生
成
の

消
息
は
、
現
在
の
問
題
状
況
に
も
、
い
ぜ
ん
と
し
て
影
を
落
と
し
て
い
る
。
ま
た
他
方
で
、
歴
史
的
な
跡
づ
け
の
試
み
は
、
「
志
向
性
」
と

い
う
概
念
の
可
能
性
を
別
の
仕
方
で
考
え
る
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
こ
と
を
も
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
心
的
な
も
の
の
指
標

と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
の
概
念
を
、
言
語
と
の
関
係
か
ら
再
考
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
だ
ろ
う
。
－
い
さ
さ
か
遠
回
り
を
し
な
が
ら
も
こ

の
論
考
が
示
そ
う
と
試
み
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
展
望
で
あ
る
。

撫
　
ブ
レ
ン
タ
！
ノ
に
お
け
る
「
志
向
的
内
在
」
（
一
）

　
1
4
　
「
志
向
性
」
概
念
の
生
誕
あ
る
い
は
復
活
は
、
一
八
七
四
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
の
書
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
輪
き
審
ミ
轟
尉
さ
§
ミ
愚
ミ
題
諒
§
聖
賢
§
§
ミ
（
じ
ご
目
Φ
コ
八
丁
コ
O
一
〇
Q
『
蒔
）
に
お
い
て
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

志
向
性
概
念
の
原
型
で
あ
る
「
志
向
的
内
在
」
（
脚
高
①
葺
帥
9
6
一
Φ
ぎ
①
臥
ω
8
嵩
）
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
概
念
は
、
そ
の
書
の
・
王
題
で
は
な
か
っ
た
。
表
題
が
示
す
よ
う
に
そ
れ
は
「
・
1
9
理
学
」
の
書
で
あ
り
、
「
志
向
的
内
在
」
の

概
念
も
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
理
学
の
な
か
で
理
論
的
必
要
に
笛
じ
て
捻
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
志
向
的
内
在
」
の
意
味
を
理
解
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
め
に
は
こ
の
理
論
的
文
脈
を
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
大
枠
を
簡
単
に
復
習
し
て
お
く
。

　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
構
想
す
る
心
理
学
は
、
一
言
で
い
え
ぽ
、
心
的
現
象
に
関
す
る
経
験
的
方
法
に
よ
る
心
理
学
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ

し
、
「
心
的
現
象
」
も
「
経
験
的
方
法
扁
も
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
独
特
の
意
味
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
ω
　
物
的
現
象
と
心
的
現
象
の
二
分
割
　
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
も
の
と
し
て
の
現
象
が
、
二
つ
の
ク
ラ
ス
に
完



金
に
分
割
さ
れ
る
と
考
え
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
現
わ
れ
の
全
領
域
は
二
つ
の
大
き
な
ク
ラ
ス
に
わ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
物
的
な
現
象
の
ク

ラ
ス
と
心
的
な
現
象
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
」
と
彼
は
語
る
（
G
っ
■
一
〇
〇
）
。

　
㈹
　
現
象
と
い
う
概
念
　
　
た
だ
し
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
「
心
的
現
象
」
（
O
紹
。
ぼ
ω
。
び
Φ
ω

審
ぎ
。
露
Φ
昌
）
と
「
物
的
現
象
」
（
℃
ξ
ω
δ
。
冨
ω
霧
習
。
ヨ
魯
）
と
の
区
別
は
、
の
ち
に
そ
う
解
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
心
的
な
も
の
」

と
「
物
的
な
も
の
扁
と
の
区
翔
と
は
重
な
ら
な
い
。
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
に
と
っ
て
一
般
的
に
「
現
象
」
（
勺
げ
叫
ご
O
ヨ
①
欝
）
と
は
、
原
義
に
忠
実

に
、
わ
れ
わ
れ
に
し
か
じ
か
と
現
わ
れ
る
も
の
、
い
わ
ぽ
意
識
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
現
わ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現

象
は
、
観
察
者
な
ど
の
心
的
な
存
在
を
離
れ
て
は
成
立
し
え
な
い
。
物
的
現
象
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
現
わ
れ
」
の
一
つ
の
ク
ラ
ス
で

あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
用
語
法
で
は
「
心
的
な
も
の
」
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
　
経
験
的
立
場
　
　
ま
た
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
い
う
「
経
験
的
立
場
」
と
は
、
一
方
で
は
、
た
と
え
ぽ
実
体
と
し
て
の
魂
の
存
在
な
ど

を
は
じ
め
と
し
た
形
而
上
学
的
想
定
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。

「
経
験
だ
け
が
私
に
と
っ
て
の
師
で
あ
る
」
（
ω
・
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
観
念
的
な
思
弁
の
拒
否
な
ど
と
と
も
に
、
経
験
へ
の
依
拠
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
哲
学
の
全
般
に
つ
い
て
妥
当
す
る
特
徴
で
あ
る
。
経
験
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

基
づ
く
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
「
心
理
学
」
も
経
験
科
学
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
「
心
理
学
は
、
自
然
科
学
と
同
様
、

知
覚
と
経
験
の
う
ち
に
基
礎
を
も
つ
」
（
ω
會
お
）
。
　
　
　
　
，

　
㈹
　
心
的
現
象
の
内
的
知
覚
　
　
し
か
し
他
方
で
、
い
ま
の
引
用
に
は
「
け
れ
ど
も
、
そ
の
第
一
の
源
泉
は
固
有
の
心
的
現
象
に
つ
い
て

の
内
的
な
知
覚
で
あ
る
」
と
い
う
雷
葉
が
つ
づ
く
。
心
理
学
の
「
経
験
的
立
場
」
は
自
然
科
学
の
方
法
と
は
同
一
で
は
な
い
。
ブ
レ
ン
タ
ー

ノ
の
心
理
学
は
ヴ
ン
ト
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
実
験
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
や
生
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
り
、
内
的
知
覚
（
一
壼
Φ
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

芝
魯
巨
Φ
プ
8
養
ひ
q
）
の
明
証
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
心
的
現
象
は
、
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
「
現
象
」
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
通
常
の
事
物
や
事
象
と
同
じ
よ
う
に
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ぽ
自
分
の
怒
り
を
観
察
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
怒
り
は

志
　
向
　
性

三
九
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四
〇

す
で
に
お
さ
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
観
察
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
じ
っ
さ
い
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
哲
学
に
深
い
影
響
を
与
え
た
実
証

主
義
者
コ
ン
ト
は
、
心
的
現
象
を
内
的
に
観
察
す
る
こ
と
は
、
自
己
を
観
察
す
る
も
の
と
観
察
さ
れ
る
も
の
と
に
二
分
割
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
理
由
で
、
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ぽ
可
能
な
の
は
外
的
な
観
察
の
み
で
あ
り
、
そ
の
結
果
心
理
学
は
生
理
学

に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
だ
が
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
一
た
し
か
に
心
的
現
象
に
つ
い
て
、
内
的
な
観
察
（
ヨ
器
お
b
ご
Φ
o
び
碧
簿
§
σ
q
）
は

不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
内
的
な
知
覚
（
巨
お
お
≦
餌
ξ
コ
①
び
ヨ
琶
ぴ
q
）
な
ら
ぽ
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
的
現
象
に
お

い
て
は
、
そ
の
心
的
な
現
象
が
そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
対
象
が
意
識
さ
れ
る
（
対
象
意
識
）
と
と
も
に
、
そ
れ
に
付
随
し
て
、
当
の
心
的

現
象
自
身
も
意
識
さ
れ
る
（
知
覚
さ
れ
る
）
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
注
意
が
劉
の
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、

付
随
的
に
（
諮
Φ
ぴ
①
昌
び
①
凶
）
、
そ
の
対
象
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
心
的
な
過
程
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
的
な
知
覚
に

お
け
る
物
的
現
象
の
観
察
は
、
わ
れ
わ
れ
に
自
然
に
関
す
る
知
識
の
根
拠
を
提
供
す
る
が
、
同
時
に
心
に
関
す
る
知
識
を
獲
得
す
る
手
段
と

も
な
る
の
で
あ
る
砿
（
ψ
輝
）
。
ブ
レ
ン
タ
…
ノ
に
よ
れ
ば
、
心
的
現
象
の
内
的
な
知
覚
こ
そ
、
明
証
的
で
不
可
謬
で
あ
り
、
心
理
学
の
最
も

重
要
な
方
法
で
あ
る
。

　
↑
り
　
心
的
現
象
論
心
的
作
用
　
　
心
的
現
象
は
そ
れ
自
体
が
物
的
現
象
と
並
ぶ
よ
う
な
観
察
の
対
象
で
は
な
く
、
対
象
に
対
す
る
意
識
に

付
随
し
た
か
た
ち
で
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
ひ
と
つ
の
心
的
体
験
に
お
け
る
二
つ
の
局
面
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
ブ
レ
ン
タ
ー

ノ
に
と
っ
て
心
的
現
象
と
は
、
心
的
な
作
用
（
》
寮
）
と
置
換
可
能
な
概
念
で
あ
り
、
し
ぼ
し
ば
実
際
に
両
者
は
換
言
さ
れ
て
い
る
。
心
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

現
象
と
物
的
現
象
は
、
基
本
的
に
は
、
一
つ
の
体
験
の
作
用
と
対
象
に
相
当
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
1
5
　
以
上
の
よ
う
に
、
心
的
現
象
と
い
う
概
念
は
、
心
理
学
の
学
と
し
て
の
独
自
性
と
統
一
性
を
支
え
る
と
と
も
に
、
内
的
知
覚
と
い
う

方
法
を
通
じ
て
、
明
証
的
か
つ
厳
密
な
知
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ブ
レ
ン
タ
！
ノ
に
と
っ
て
、
心
的
現
象
と
物
的
現
象

の
紫
雲
は
決
定
的
重
要
性
を
も
つ
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
こ
の
区
別
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
入
念
な
手
続
き
の
も
と
で
確
認
し
て
い
る
の
も
そ



　
　
　
　
（
2
0
）

の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
現
象
を
区
別
す
る
最
も
重
要
な
指
標
が
、
「
志
向
的
内
在
」
（
鐸
Φ
導
δ
二
一
Φ
冒
①
×
凶
ω
け
Φ
コ
N
）
の
概
念

で
あ
る
。

　
ま
ず
そ
の
規
定
を
見
よ
う
。

　
　
す
べ
て
の
心
的
現
象
は
、
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
が
対
象
の
志
向
的
（
ま
た
お
そ
ら
く
は
心
的
）
内
在
と
呼
び
、
そ
し
て
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

へ

　
　
れ
が
、
完
全
に
二
義
性
を
免
れ
て
は
い
な
い
表
現
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
内
容
へ
の
関
係
、
あ
る
い
は
対
象
（
こ
の
ぼ
あ
い
対
象
と

　
　
は
実
在
物
幻
舞
年
馨
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
）
へ
の
方
向
性
あ
る
い
は
内
在
的
な
対
象
性
と
呼
ぶ
も
の
に
よ
っ
て
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
毒
づ
け
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
心
的
現
象
は
、
す
べ
て
が
同
じ
仕
方
で
は
な
い
に
せ
よ
、
何
か
を
自
分
自
身
の
内
に
対
象
と
し
て
含
む
の

　
　
で
あ
る
。
表
象
に
お
い
て
は
何
か
が
表
象
さ
れ
、
判
断
に
お
い
て
は
何
か
が
肯
定
さ
れ
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
、
そ
し
て
愛
に
お
い
て
は

　
　
愛
さ
れ
、
憎
し
み
に
お
い
て
は
憎
ま
れ
、
欲
求
に
お
い
て
は
欲
求
さ
れ
る
等
々
。
こ
の
志
向
的
内
在
こ
そ
、
心
的
現
象
の
み
に
妥
当
す

　
　
る
特
徴
な
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
物
的
現
象
も
、
そ
れ
と
何
か
同
様
の
も
の
を
示
す
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
し
た
が
っ
て
、
心
的

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
現
象
を
、
自
分
自
身
の
内
に
対
象
を
志
向
的
に
含
む
現
象
で
あ
る
、
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
b
d
冨
簿
餌
8

　
　
冨
課
－
ω
］
卜
。
舞
）

　
こ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
志
向
性
と
い
う
概
念
の
生
誕
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
、
す
り
切
れ
そ
う
な
ほ
ど
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
き
た
。
も

ち
ろ
ん
実
際
に
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
「
憲
向
性
」
（
一
嵩
け
Φ
コ
賦
O
降
P
山
け
似
θ
）
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
原
型
で

あ
る
「
志
向
的
内
在
」
（
一
口
け
Φ
昌
け
圃
O
昌
鋤
H
Φ
　
H
⇔
Φ
×
一
ω
叶
Φ
昌
N
）
と
い
う
概
念
が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
こ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
概
念
化
さ
れ
て
い
る
心
的
現
象
の
み
に
成
立
す
る
特
徴
は
、
そ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
言
葉
で
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
ω
　
志
向
的
（
心
的
）
内
在
　
一
馨
Φ
纂
δ
昌
巴
Φ
（
ヨ
Φ
簿
巴
Φ
）
ぎ
①
×
凶
ω
8
養

　
　
㈲
　
内
容
へ
の
関
係
　
じ
σ
Φ
N
一
Φ
ン
§
ぴ
q
⇔
鼠
Φ
ぎ
Φ
P
ぎ
げ
巴
け

志
　
向
性

四
】
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二

　
　
㈲
　
対
象
へ
の
方
向
性
　
空
。
簿
§
α
q
鋤
鼠
①
ぎ
○
σ
噺
Φ
簿

　
　
㈹
　
内
在
的
な
対
象
性
　
凶
B
日
p
。
器
導
Φ
○
Φ
σ
q
Φ
彦
鐘
p
α
同
8
げ
｝
（
Φ
謬

　
　
㊥
　
自
分
自
身
の
内
に
（
志
向
的
に
）
対
象
を
含
む
（
ぎ
8
暮
δ
蕗
一
）
Φ
ぎ
魯
○
①
ひ
q
①
諺
郎
民
ぎ
ω
一
〇
7
窪
昏
巴
け
①
旨

　
こ
れ
ら
は
心
的
現
象
を
規
定
す
る
岡
一
の
特
質
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
が
そ
の
特
質
を
的
確
に
表
現
す
る
た
め
に
苦

心
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
よ
り
適
切
な
表
現
を
求
め
て
、
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
概
念
で
あ
る
「
志
向
的
」

（
ヨ
8
馨
δ
づ
巴
①
）
と
い
う
形
容
を
こ
こ
で
復
活
さ
せ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
1
6
　
し
か
し
そ
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
に
は
異
な
っ
た
意
味
の
方
向
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
覆
い
隠
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
大
ま
か
に
分
け
て
、
二
つ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
あ
る
い
は
含
意
が
識
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ω
㈹
ω
が
含
み
も
つ
「
内
在

性
」
と
㈲
㈹
が
示
唆
す
る
「
指
示
性
」
と
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
的
内
在
の
概
念
に
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
が
一

種
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
事
実
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
概
念
を
精
確
に
取
り
押
さ
え
よ
う
と
し
て
き
た
入
々
を
困
惑
さ
せ
、

解
釈
の
相
違
を
生
み
出
し
た
一
因
で
も
あ
る
。

　
こ
の
志
向
性
概
念
の
歴
史
的
系
譜
づ
け
に
つ
い
て
古
典
的
と
も
い
え
る
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ク
の
研
究
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
こ
の
パ
ッ

セ
ー
ジ
で
は
心
的
現
象
に
つ
い
て
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
二
つ
の
区
別
さ
れ
る
特
微
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
と
解
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
｝
方

で
あ
る
対
象
の
内
在
と
い
う
局
面
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
意
味
で
の
ぎ
8
コ
甑
。
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
｝
方
の
対
象
へ
の
指
示
・

参
照
と
い
う
局
面
こ
そ
が
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
新
た
な
独
創
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
ω
鼠
①
ひ
q
色
げ
①
薦
お
＄
）
。
つ
ま
り
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
い
わ

ぽ
古
い
革
袋
に
新
し
い
酒
を
盛
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
前
者
の
「
内
在
的
」
局
藤
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
哲
学
に
一
種
の
危
機
（
H
皐

ヨ
磐
①
護
ζ
圃
ω
Φ
）
を
も
た
ら
し
、
そ
の
「
内
在
的
」
局
面
は
切
り
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
…
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
「
指
示
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

機
能
」
へ
と
概
念
的
に
純
化
さ
れ
た
一
と
考
え
る
。

　
実
際
こ
の
二
つ
の
局
面
の
ど
ち
ら
に
照
明
を
当
て
る
の
か
に
よ
っ
て
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
性
の
概
念
は
か
な
り
異
な
っ
た
相
貌
を
見



せ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
事
情
に
深
く
関
連
す
る
チ
ザ
ム
と
マ
カ
リ
ス
タ
ー
の
問
の
論
争
に
若
干
ふ
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
志
向
性
の
原

型
と
な
っ
た
こ
の
よ
う
な
心
的
現
象
の
指
標
　
　
暫
定
的
に
「
志
向
的
内
在
」
と
い
う
概
念
で
代
表
さ
せ
る
一
の
も
つ
問
題
の
一
端
を
見

届
け
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
1
7
　
チ
ザ
ム
の
基
本
的
理
解
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
「
志
向
的
内
在
」
の
概
念
が
、
実
質
的
に
は
心
理
的
テ
ー
ゼ
と
存
在
論

的
テ
ー
ゼ
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
か
ら
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
。
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
（
○
簿
。
一
〇
α
q
8
巴
簿
①
ω
δ
）
と
は
、
志
向
的
内
在
と
い
う
概

念
が
あ
る
独
特
の
存
在
論
を
伴
う
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
人
が
ユ
ニ
コ
ー
ン
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
ユ
ニ
コ
ー
ン
は
現
実

に
存
在
す
る
の
と
は
異
な
る
あ
る
種
の
存
在
様
態
を
と
る
。
つ
ま
り
志
向
的
に
関
係
す
る
対
象
は
、
志
向
的
内
在
と
い
う
独
特
の
存
在
様
態

を
も
つ
の
で
あ
る
。
心
理
的
テ
ー
ゼ
（
℃
ω
《
9
0
δ
α
q
8
艶
夢
Φ
ω
δ
）
は
、
対
象
へ
の
指
示
な
い
し
参
照
の
あ
り
方
の
相
違
が
心
的
な
も
の
と
物

的
な
も
の
を
区
別
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
心
理
的
テ
ー
ゼ
は
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
る
が
、
心
的
な
も
の
に
固
有
な
指
示
の
あ
り
方

は
、
ω
関
係
す
る
「
対
象
」
の
タ
イ
プ
の
相
違
、
あ
る
い
は
㈹
対
象
へ
の
門
関
係
」
の
仕
方
の
相
違
の
い
ず
れ
か
に
基
づ
く
。
初
期
ブ
レ
ソ

タ
ー
ノ
は
心
理
的
テ
ー
ゼ
を
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
と
連
動
し
て
、
つ
ま
り
ω
に
依
拠
し
て
理
解
し
た
の
に
対
し
て
、
後
期
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
こ

の
存
在
論
を
放
棄
し
、
G
9
に
基
づ
い
て
理
解
す
る
。
心
的
現
象
に
見
ら
れ
る
関
係
性
は
、
実
は
擬
似
的
な
関
係
（
噌
③
一
効
け
一
く
一
ω
O
び
Φ
ω
）
で
し
か
な

く
、
関
係
を
成
立
さ
せ
る
両
方
の
項
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
志
向
的
内
在
は
特
殊
な
存
在
様
態
か
ら
特
殊
な
関
係
性
へ
と
変

貌
し
た
。
一
こ
れ
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
忠
実
な
弟
子
ク
ラ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
解
釈
の
明
晰
化
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
こ
れ
に
対
し
て
マ
カ
リ
ス
タ
ー
は
、
心
的
現
象
と
物
的
現
象
と
の
相
違
は
、
心
的
現
象
が
物
的
現
象
の
領
域
で
は
成
立
し
え
な
い
ユ
ニ
ー

ク
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
と
は
何
か
を
対
象
と
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係

性
が
志
向
的
内
在
性
な
の
で
あ
る
。
他
方
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
対
象
と
な
る
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
と
は
別
の
存
在
様
態
を
も
つ

と
い
う
よ
う
な
、
特
殊
な
存
在
論
テ
ー
ゼ
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
か
っ
た
。
1
一
こ
の
よ
う
な
マ
カ
リ
ス
タ
ー
の
解
釈
で
は
存
在
論
的
テ

志
　
向
　
性

四
三
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ー
ゼ
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
最
初
か
ら
採
用
せ
ず
、
心
理
的
テ
ー
ゼ
を
ω
に
基
づ
い
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
先
の
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
見
解
に
お
け
る
後
期
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
む
し
ろ
類
似
し
て
い
る
と
言
い
う
る
。

　
1
8
　
以
上
の
二
つ
の
見
解
は
、
「
志
向
的
内
在
」
の
特
性
の
記
述
に
潜
在
し
て
い
る
「
内
在
性
」
と
「
方
向
性
」
と
い
う
二
つ
の
含
意
の

う
ち
、
チ
ザ
ム
の
解
釈
が
「
内
在
論
罪
を
、
他
方
マ
カ
リ
ス
タ
ー
の
解
釈
が
「
方
向
性
」
を
そ
れ
ぞ
れ
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
「
志
向
的
内
在
」
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
そ
の
も
の
が
、
あ
る
揺
れ
を
も
っ
て
い
る
。
解
釈

の
紛
糾
は
、
概
念
を
薪
た
に
導
入
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
不
用
意
で
曖
昧
な
彼
の
記
述
の
仕
方
に
責
め
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
ブ
レ
ン
タ
…
ノ
自
身
は
、
「
志
向
的
内
在
篇
の
概
念
を
創
出
し
た
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
す
で
に

先
取
り
さ
れ
て
い
た
も
の
を
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
（
b
σ
吋
Φ
一
ρ
け
餌
賢
O
　
H
O
◎
刈
療
　
ω
■
　
ド
N
外
間
●
）
へ
の
注
で
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は

こ
の
概
念
を
先
取
り
し
た
先
駆
者
を
複
数
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
真
先
に
指
名
さ
れ
最
も
重
要
な
哲
学
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ

る
。
こ
の
評
価
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
次
の
三
つ
の
見
解
が
帰
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
。

　
　
ω
感
覚
さ
れ
た
も
の
（
缶
霧
両
琶
葺
§
α
魯
Φ
）
は
、
感
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
感
覚
さ
れ
る
・
王
政
の
内
に
あ
る
。

　
　
ω
　
感
覚
は
、
感
覚
さ
れ
た
も
の
（
量
ω
節
β
嘗
§
9
器
V
を
、
質
料
（
素
材
）
抜
き
で
受
け
取
る
。

　
　
③
　
思
考
さ
れ
た
も
の
（
鳥
⇔
ω
（
｝
⑦
匹
9
⊃
O
ン
叶
①
）
は
思
考
す
る
も
の
の
内
に
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
志
向
的
内
在
」
と
い
う
概
念
に
と
っ
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
重
要
性
は
、
彼
の
他
の
著
作
か
ら
も
確
証
さ
れ
る
。

　
ブ
レ
ソ
タ
…
ノ
は
　
九
〇
五
年
三
月
十
七
日
掛
の
マ
ル
テ
ィ
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
自
ら
が
提
古
し
た
「
い
わ
ゆ
る
く
内
在
的
あ
る
い
は

志
向
的
対
象
V
に
つ
い
て
」
i
こ
れ
は
の
ち
に
編
者
が
こ
の
書
簡
に
付
し
た
表
題
で
あ
る
一
論
じ
、
そ
れ
ま
で
に
受
け
た
誤
解
、
と
り

わ
け
内
在
性
が
対
象
の
独
特
の
存
在
性
格
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
彼
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
「
誤
解
」
を
し
り
ぞ
け
な
が
ら
、
や
は
り

そ
の
正
確
な
理
解
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
求
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
、
感
覚
は
形
相
を
質
料
抜
き
で
受
容
す
る
（
ち
ょ
う
ど
、
ま
さ
に
、
知
性
が
知
性
的
形
相
を
質
料
か
ら
抽
象
し



　
　
て
受
け
取
る
よ
う
に
）
、
と
も
語
っ
て
い
る
。
彼
は
本
質
的
に
は
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
（
U
こ
お
暮
き
。

　
　
一
㊤
ω
ρ
ω
會
○
。
Q
。
）

　
こ
こ
で
「
志
向
的
内
在
」
と
「
本
質
的
に
同
じ
考
え
方
」
と
さ
れ
て
い
る
「
質
料
抜
き
で
形
相
を
受
け
取
る
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
論
点
は
、
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』
の
歴
史
的
回
顧
の
註
で
も
雷
及
さ
れ
て
い
た
も
の
（
先
の
②
）
で
あ
る
。

　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
理
解
と
の
重
ね
合
わ
せ
が
正
当
で
あ
る
こ
と
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

彼
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
デ
・
ア
ニ
マ
（
魂
に
つ
い
て
）
』
に
関
す
る
自
分
自
身
の
研
究
（
b
u
冨
㌶
き
○
一
。
。
①
刈
）
と
い
う
裏
づ
け
が
存

在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
研
究
が
水
準
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
デ
・
ア
ニ
マ
（
魂
に
つ
い
て
）
』
を
め
ぐ
っ
て
現
在
最
も
議
論
の

中
心
と
な
っ
て
い
る
論
文
集
（
乞
拐
ω
σ
磐
ヨ
き
鳥
翔
。
詳
《
6
0
・
。
）
に
一
九
世
紀
の
研
究
（
と
い
う
よ
り
一
九
七
〇
年
代
以
前
の
研
究
）
で
は
唯

一
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
時
で
も
燗
眼
の
士
た
ち
は
、
そ
の
重
要
性
を
見
抜
い
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

摘
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
」
・
S
ニ
ミ
ル
が
あ
る
書
評
に
お
い
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
こ
の
研
究
を
激
賞
し
て
い
る
。

　
1
9
　
で
は
「
志
向
的
内
在
」
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
「
質
料
抜
き
で
形
相
を
受
け
取
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
い
や
む
し
ろ
、

ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
か
。
『
デ
・
ア
ニ
マ
（
魂
に
つ
い
て
）
』
の
研
究
で
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
て
い

る
。　

　
わ
れ
わ
れ
は
、
冷
た
く
な
る
か
ぎ
り
で
は
、
冷
た
さ
を
感
覚
し
な
い
。
も
し
感
覚
す
る
な
ら
ぽ
、
植
物
や
非
有
機
的
な
物
体
な
ど
も
感

　
　
覚
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
冷
た
さ
を
感
覚
す
る
の
は
、
冷
た
さ
が
対
象
的
に
、
す
な
わ
ち
認
識
さ
れ
た
も
の

　
　
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
内
に
存
在
す
る
（
畠
ω
猟
跳
8
0
菖
8
帯
く
瓦
渉
．
巴
ω
尊
冨
巨
8
ω
ぎ
§
ω
①
臥
ω
け
凶
Φ
答
）
か
ぎ
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ

　
　
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
の
物
的
な
主
体
と
な
る
こ
と
な
く
、
冷
た
さ
を
内
に
受
容
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ

　
　
れ
ゆ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
魂
に
つ
い
て
』
第
二
巻
十
二
章
で
感
覚
は
感
覚
さ
れ
る
形
相
を
質
料
（
素
材
）
抜
き
で
受
け
取
る
と
語

　
　
る
の
で
あ
る
。
（
し
d
「
Φ
艮
き
○
易
①
8
ω
．
。
。
？
H
）

志
　
向
　
性

四
五
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ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に
正
当
に
着
目
し
検
討
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
（
匹
。
冨
a
ω
8
H
O
。
。
ω
）
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し

た
記
述
は
、
（
チ
ザ
ム
ら
が
主
張
す
る
よ
う
な
）
志
向
的
内
在
が
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
斥
け
る
典
拠
と
な
る
。
い

ま
引
用
し
た
箇
所
の
「
質
料
抜
き
で
の
形
相
の
受
容
」
を
説
明
す
る
「
対
象
的
に
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
い
う
事
態
は
、
感
覚

す
る
主
体
内
に
お
け
る
対
象
の
存
在
、
あ
る
い
は
そ
の
対
象
の
レ
プ
リ
カ
の
存
在
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
主
体
の
内
に

冷
た
さ
が
物
理
的
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
主
体
は
冷
た
く
な
る
が
、
こ
れ
は
冷
た
さ
を
感
じ
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
象

的
内
在
あ
る
い
は
対
象
的
受
容
を
、
主
体
の
内
に
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
と
関
係
さ
せ
て
説
明
す
る
の
は
、
質
料
的
な
受
容
と
対
象
的
な
受

容
と
を
混
同
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
の
区
別
こ
そ
ま
さ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
質
料
を
伴
う
受
容
と
質
料
抜
き
で
の
受
容
と
の
対
比
は
、
主
体
の
内
に
受
容
さ
れ
る
対
象
が
存
在
論
的
に
異

な
る
…
一
一
方
は
現
実
的
存
在
で
あ
り
他
方
は
非
現
実
的
存
在
な
ど
…
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
異
な
る
受
容
の
様
態

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
質
料
的
な
受
容
に
お
い
て
は
、
主
体
は
そ
の
性
質
を
実
現
す
る
。
た
と
え
ぽ
そ
の
主
体
は
暖
か
く
な
る
。

対
象
的
受
容
に
お
い
て
は
、
主
体
は
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
性
質
を
実
現
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
認
識
す
る
」
。
つ
ま
り
主
体
は
、

冷
た
さ
を
思
考
し
た
り
感
覚
す
る
の
で
あ
る
。

　
対
象
の
志
向
的
内
在
と
は
こ
の
よ
う
な
質
料
抜
き
で
の
対
象
的
受
容
と
同
一
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
心
的
作
用
の
対
象
に
対
す
る

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

独
特
の
関
係
を
表
す
た
め
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
関
係
と
は
、
対
象
を
認
識
す
る
と
い
う
仕
方
で
成
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
志
向
的
内
在
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

は
心
的
作
用
の
対
象
に
独
特
の
存
在
論
的
身
分
を
認
め
る
も
の
だ
と
い
う
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
は
疑
わ
し
く
な
る
だ
ろ
う
。

　
2
0
　
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
考
察
は
、
志
向
的
内
在
を
特
殊
な
存
在
形
態
と
し
て
考
え
る
チ
ザ
ム
ら
に
対
し
て
は
か
な
り
有
効
な
批
判
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
志
向
的
内
在
の
概
念
を
支
え
て
い
た
ブ
レ
ン
タ

ー
ノ
の
思
考
を
解
ぎ
ほ
ぐ
す
。
事
実
ま
た
近
年
で
は
、
初
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
の
関
係
は
い
く
つ
か
の
研
究
が
重

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

視
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。



　
し
か
し
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
い
う
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
研
究
の
見
通
す
以
上
の
思
想
的
奥
行
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
奥
行
き
は
、
「
志
向
的
内
在
」
が
特
殊
な
存
在
様
態
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
設
定
だ
け
で
は
十
分
に
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
。

　
た
と
え
ば
、
前
節
で
、
引
用
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
質
料
抜
き
で
の
受
容
」
に
つ
い
て
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
解
釈
の
記
述
を
も
う
一

度
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
対
象
的
」
（
O
び
一
①
O
け
一
く
）
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
は
る
か
の
ち
の
、
そ
し

て
別
の
思
想
的
系
譜
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
箇
所
に
対
す
る
注
で
は
、
次
の
よ
う
な
補
足
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
箇
所
と
以
下
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
対
象
的
。
豆
Φ
o
甑
く
」
と
い
う
表
現
を
近
年
の
慣
例
的
な
意
味
［
客
観
的
］
で
は
な
く
、

　
　
中
世
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
に
よ
っ
て
こ
の
言
葉
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
意
昧
（
ス
コ
ラ
哲
学
の
用
語
で
の
。
豆
Φ
o
ぼ
く
①
）
で
用

　
　
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
説
を
簡
潔
で
正
確
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
料
的
に
は
、
物
的
性
質
と

　
　
し
て
、
冷
た
さ
は
冷
た
い
も
の
の
内
に
内
在
す
る
。
対
象
と
し
て
は
、
す
な
わ
ち
感
覚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
冷
た
さ
を
感
じ

　
　
る
そ
の
人
に
内
在
す
る
。
（
b
d
冨
馨
導
。
ド
。
。
①
8
ω
．
。
。
O
算
O
）

　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
「
志
向
的
内
在
し
の
概
念
の
先
取
り
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
感
覚
や
思
考
に
お
け
る
「
質
料
抜
き
で
の
受
容
」

を
、
（
ス
コ
ラ
的
な
意
味
で
）
o
σ
冨
。
瓜
く
ρ
o
豆
Φ
o
口
く
で
あ
る
と
表
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
簡
潔
で
精
確
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
述
べ
る
。
「
志
向
的
内
在
」
の
意
味
は
、
「
質
料
抜
き
で
の
受
容
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
概
念
だ
け
で
な
く
、
「
対
象
的
」
と
い
う

こ
と
の
理
解
に
も
連
動
・
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
2
一
　
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
理
解
す
る
「
対
象
的
」
と
い
う
こ
と
の
一
端
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
に
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
一
八
八
九
年
三

月
二
七
日
の
ウ
ィ
ー
ン
哲
学
協
会
で
の
講
演
に
お
い
て
、
対
応
説
的
真
理
観
を
擁
護
す
る
議
論
の
な
か
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
帰
さ
れ
る
対
応

説
批
判
を
検
討
す
る
。
「
事
物
は
観
念
と
は
独
立
の
実
在
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
観
念
や
表
象
は
事
物
と
同
一
で
あ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
観
念
は
精
神
の
内
に
持
ち
込
ま
れ
た
事
物
で
は
な
く
、
対
象
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
、
つ
ま
り
、
精

志
　
向
　
性

四
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神
の
内
な
る
観
念
が
精
神
の
外
な
る
事
物
そ
の
も
の
と
岡
一
と
な
る
と
い
う
対
応
説
的
な
真
理
観
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
（
竃
㊤
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
論
証
は
完
全
に
不
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が
形
相
的
実
在
と
対
象
的
実
在
と
の

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
区
別
と
し
て
表
現
し
た
相
違
、
し
か
し
彼
よ
り
も
は
る
か
以
前
に
…
…
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
十
分
に
明
ら
か
に
し
た
相
違
を
認
識
し
そ

　
　
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。

　
　
　
も
し
私
が
、
何
か
を
信
じ
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
信
念
は
形
相
的
に
私
の
内
に
あ
る
。
私
が
後
に
な
っ
て
、
こ
の
信
念
を
思
い
出
す
と
き
、

　
　
デ
カ
ル
ト
の
表
現
に
し
た
が
う
な
ら
ぽ
、
そ
の
信
念
は
「
対
象
的
」
o
豆
Φ
葬
ぞ
に
私
の
内
に
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
同
一
の
特

　
　
定
の
信
念
の
作
用
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
の
場
合
は
私
が
そ
の
信
念
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
方
の
場
合
は
、
わ

　
　
た
し
が
行
う
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
の
内
在
的
対
象
（
量
ヨ
磐
Φ
三
①
○
①
α
q
2
ω
け
§
血
）
に
す
ぎ
な
い
。
同
様
に
他
の
す
べ
て
の
心
的
機

　
　
能
、
意
志
、
欲
求
、
嫌
悪
、
そ
の
他
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
自
体
は
形
相
的
に
与
え
ら
れ
る
心
的
作
用
と
と
も
に
、
何
か
が
心
的
作
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
内
在
的
対
象
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
用
語
で
は
対
象
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
誤
解
を
避
け
る
た
め
に

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
、
志
向
的
に
与
え
ら
れ
る
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
層
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
只
々
に
同
一
の
も
の
が
志
向
的
に
は
私
の
内
に
内
在
す
る
が
形
相
的
に
は
内
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、

　
　
…
…
な
ん
ら
の
矛
盾
も
な
い
。
（
b
σ
話
簿
9
。
8
一
〇
ω
ρ
ω
・
霜
∴
。
。
－
強
調
は
引
用
者
）

　
こ
こ
で
は
、
「
志
向
的
内
在
」
と
い
う
概
念
が
デ
カ
ル
ト
的
な
意
味
で
の
「
対
象
的
に
私
の
内
に
あ
る
篇
「
対
象
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」

な
ど
の
概
念
に
よ
っ
て
も
先
取
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
あ
る
外
在
す
る
事
物
と
一
致
す
る

何
か
の
「
内
在
」
性
を
確
保
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
志
向
的
」
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
内
在
す
る
」
と
い
う
事
態
の
「
い

っ
そ
う
適
切
な
表
現
」
な
の
で
あ
る
。

　
す
る
と
「
志
向
的
内
在
」
の
意
味
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
が
デ
カ
ル
ト
の
。
玄
Φ
o
陰
欝
ρ
o
豆
①
o
耀
く
Φ
と
い
う
概
念
を
ど



の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
そ
れ
が
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
を
伴
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

争
点
は
、
こ
の
概
念
の
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
的
解
釈
を
も
巻
き
こ
む
こ
と
に
な
る
。
結
局
こ
の
種
の
議
論
は
、
水
掛
け
論
的
に
な
る
こ
と
を
完
全

に
免
れ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
け
れ
ど
も
以
上
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
志
向
的
内
在
の
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
特
殊
な
存
在
様
態
を
伴
う
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
以
上

に
重
要
な
局
面
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一
す
な
わ
ち
、
こ
の
概
念
の
背
後
に
控
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
デ
カ
ル
ト
主

義
と
の
関
係
で
あ
る
。
い
ま
引
用
し
た
箇
所
の
志
向
的
内
在
の
説
明
に
お
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
考
が
、
矛
盾
な
く

同
一
の
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
併
置
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
予
告
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
本
来
相
反
す
る
こ
の
二
つ
の
思
考
の
方
向
を
「
志
向
的
内
在
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
に
詰

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

め
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
思
考
は
、
調
和
的
に
共
存
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
こ
の
概
念
の
内
部
に
走
る

「
内
在
性
」
と
「
撫
示
性
」
と
の
亀
裂
（
1
7
節
参
照
）
も
、
こ
の
両
者
の
断
層
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
現
代
の
志
向
性
概
念
も
、
そ
の
複
数

的
性
格
の
可
能
性
（
7
節
参
照
）
も
含
め
て
、
や
は
り
そ
こ
か
ら
地
続
き
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
未
完
］

　
註

＊
　
本
稿
は
二
〇
〇
〇
年
一
｝
月
三
日
の
京
都
哲
学
会
で
の
講
演
に
大
幅
に
手
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
議
論
の
調
子
や
話
題
に
の
ぼ
る
例
な
ど

　
は
、
そ
の
講
演
会
の
雰
囲
気
を
と
ど
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
）
　
こ
の
確
認
の
た
め
に
参
照
し
た
の
は
、
》
霞
。
口
×
一
〇
Φ
O
　
b
ご
弩
匪
費
α
酔
弩
ロ
ω
自
夢
お
O
ご
O
轟
凝
お
㊤
。
。
…
○
お
ひ
q
o
蔓
習
匹
N
餌
畠
≦
臣
一
Φ
。
。
ご

　
○
暮
8
呂
訂
欝
お
ゆ
舟
空
算
Φ
『
鋤
巳
○
毎
昌
α
興
H
竃
ご
廣
松
渉
他
　
九
九
八
な
ど
で
あ
る
。

（
2
）
　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
ざ
っ
と
見
渡
し
た
だ
け
で
も
次
の
よ
う
な
文
献
に
表
明
さ
れ
て
い
る
1
麟
Φ
凱
一
㊤
刈
。
。
＼
お
。
。
一
も
℃
．
刈
。
。
ゐ
　
ω
8
ぎ
勢
曾

　
H
り
○
。
心
回
・
①
　
男
。
匹
。
「
お
8
ρ
O
■
ω
い
。
二
ゆ
8
げ
魑
唱
P
b
。
8
1
ω
U
「
Φ
け
匹
《
Φ
一
㊤
o
。
o
。
二
≦
凶
一
瞬
（
面
繋
一
㊤
○
。
斜
①
紹
．
o
プ
蝉
P
曇
日
山
隠
α
q
鮎
鋤
⇒
匹
H
㊤
㊤
ρ
や
ω
Q
。
㎝
　
い
《
o
房
お
り
伊

P
珊
竃
o
O
貯
昌
お
露
も
．
N
曾
ω
げ
○
Φ
ヨ
磐
興
竈
㊤
食
唱
◆
㎝
①
こ
鋤
o
o
び
6
㊤
刈
も
」
簿
ρ
簿
P
と
り
わ
け
過
激
な
の
は
司
。
鳥
o
H
お
8
ぴ
で
あ
り
、
も
し
志

志
　
向
性

四
九



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
二
号

五
〇

向
性
が
自
然
化
で
き
な
い
な
ら
ぽ
、
認
知
科
学
者
た
ち
は
国
か
ら
の
研
究
費
を
返
上
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
他
方
こ
の
よ
う
な
諜
題
設
定
に
対
す
る
疑

　
念
は
ω
訟
0
7
9
。
轟
α
い
9
霞
魯
8
一
㊤
㊤
心
一
↓
《
Φ
竈
逡
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
然
的
な
タ
ー
ム
に
よ
る
「
説
明
」
に
も
、
心
的
説
明
を
完
全
に
自
然
科
学
的
説
明
へ
と
還
元
す
る
と
い
う
強
い
立
場
か
ら
、

　
心
的
事
象
と
物
理
的
事
象
と
の
タ
イ
プ
あ
る
い
は
ト
r
ク
ン
の
同
一
性
の
主
張
、
あ
る
い
は
「
依
存
生
起
扁
ω
巷
興
く
①
筥
①
昌
。
㊦
と
い
う
関
係
の
承
認
な
ど
、

　
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
が
あ
る
。

（
4
）
　
「
現
象
学
金
体
を
包
括
す
る
問
題
の
名
称
は
、
志
向
性
と
言
い
表
さ
れ
る
」
（
＝
器
ω
Φ
識
［
一
〇
お
扁
ち
㎝
ρ
ω
．
。
。
O
ω
）
。

（
5
）
　
た
と
え
ぽ
、
比
較
的
初
期
の
志
向
性
の
分
析
を
代
表
す
る
コ
Φ
匡
一
鶏
。
。
は
、
彼
の
言
う
「
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
問
題
」
（
¢
σ
お
箕
p
。
8
ゴ
蔑
。
銘
㊤
日
日
）
を

　
論
じ
た
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
自
身
の
議
論
を
読
ん
だ
形
跡
は
ま
っ
た
く
な
い
。

　
　
ま
た
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
を
読
ま
ず
に
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
す
の
は
、
ぎ
8
欝
二
9
ρ
巴
。
ぎ
①
×
凶
馨
Φ
同
護
の
ぎ
㊦
×
凶
ω
8
護
と
い
う
概
念
が

　
「
非
存
在
扁
（
欝
O
詳
①
×
一
ω
酔
①
欝
O
①
）
を
意
味
す
る
と
い
う
誤
解
で
あ
ろ
う
。
U
窪
コ
①
茸
お
＄
も
』
ご
↓
く
Φ
｝
㊤
霊
も
騨
一
葦
－
風
月
巻
お
二
一
℃
℃
．
謹
－
㊤
α
な
ど

　
だ
け
で
な
く
、
標
準
的
事
典
で
あ
る
は
ず
の
O
屋
か
q
o
蔓
磐
鳥
N
磐
α
q
≦
密
お
。
。
刈
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（
日
本
諾
の
文
献
で
も
門
志
向
的
非
存
在
」
と

　
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
）
。

（
6
）
　
こ
の
想
定
に
つ
い
て
は
、
本
稿
1
2
節
参
照
。
ま
た
本
稿
の
続
編
に
お
い
て
再
度
と
り
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
　
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
「
内
容
扁
（
雷
語
の
意
味
）
を
外
側
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
キ
…
・
テ
ー
ゼ
と
す
る
、
ブ
レ
ン
タ

　
ー
ノ
の
名
に
結
び
つ
く
哲
学
的
伝
統
が
存
在
す
る
と
し
て
、
チ
ザ
ム
の
分
析
に
轡
及
し
て
い
る
（
護
o
U
o
毛
。
一
一
お
。
。
刈
）
。
ま
た
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
従
う
な

　
ら
、
ク
リ
プ
キ
の
問
題
提
起
以
来
喧
し
い
「
規
鋼
に
従
う
」
（
凄
δ
点
2
δ
≦
ぎ
ひ
q
）
こ
と
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
の
核
心
も
、
こ

　
の
よ
う
な
伝
統
に
親
近
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
竃
o
U
o
≦
Φ
一
二
り
。
。
心
）
。

（
8
）
　
「
誤
っ
た
仕
方
で
衰
課
す
る
こ
と
」
（
ヨ
圃
ω
お
箕
①
ω
①
艮
舞
岡
§
）
こ
と
の
哲
学
的
意
義
を
明
快
に
指
摘
し
た
代
表
的
論
考
は
U
話
邑
6
お
。
。
①
で
あ
る
。

（
9
）
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
近
無
の
志
向
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
心
の
自
然
化
と
い
う
課
題
の
遂
行
に
と
っ
て
、
心
の
特
質
と
し
て
の
志
陶
性

　
は
、
経
験
の
主
観
的
な
い
し
現
象
的
局
面
あ
る
い
は
現
象
的
意
識
（
剛
勇
。
貫
。
ヨ
㊦
コ
巴
o
o
コ
ω
o
圃
〇
二
ω
コ
㊦
o
。
の
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
比
べ
て
乗
り
越
え
る
こ
と

　
の
容
易
な
ハ
ー
ヂ
ル
で
あ
る
と
考
え
る
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
を
報
告
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
（
た
と
え
ぽ
、
Ω
ρ
巴
ヨ
韓
ω
竈
㊤
ρ
じ
d
δ
o
評
蹴
り
㊤
。
。
　
お
ヨ

　
一
り
り
。
。
）
。

　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
た
と
え
ぽ
毎
圃
9
。
群
お
ゆ
。
。
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ



　
の
よ
う
な
扱
い
方
は
志
向
性
が
意
識
の
現
象
的
局
面
か
ら
独
立
で
あ
る
と
い
う
想
定
に
基
づ
く
が
、
そ
の
よ
う
な
想
定
は
志
向
性
の
問
題
を
そ
も
そ
も
適

　
切
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
点
で
疑
問
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
国
①
江
一
目
。
。
＼
。
。
一
も
O
鳥
。
。
ゐ
　
ω
Φ
霞
一
①
H
り
。
。
。
。
も
．
ご
U
お
錺
評
Φ
一
㊤
㊤
9
P
卜
。
。
。
　
竃
o
O
一
目
一
㊤
。
。
N
も
．
。
。
一
冨
8
び
お
㊤
刈
も
℃
●
㊤
山
O
．
こ
の
よ
う
な
見
方

　
に
対
し
て
、
9
き
Φ
一
8
。
。
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
的
精
神
に
基
い
て
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
た
と
え
ぽ
、
0
ぼ
路
。
一
ヨ
お
。
。
駆
■
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
心
の
志
向
性
の
第
一
次
性
と
い
う
想
定
に
対
し
て
、
少
し
異
な
っ
た
理
論
的
背
景
か
ら

　
で
は
あ
る
が
、
隠
然
と
支
持
を
与
え
た
の
は
グ
ラ
イ
ス
の
一
馨
Φ
簿
δ
腎
げ
鋤
ω
①
α
ω
Φ
ヨ
雪
け
ざ
ω
で
あ
ろ
う
。
チ
ザ
ム
は
い
ま
言
及
し
た
論
文
に
お
い
て
、
彼

　
の
見
解
が
グ
ラ
イ
ス
の
分
析
に
よ
く
適
合
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
し
、
も
ち
ろ
ん
サ
ー
ル
の
志
向
性
の
分
析
も
グ
ラ
イ
ス
の
影
響
下
に
あ
る
。

（
1
2
）
　
志
向
性
に
つ
い
て
の
議
論
が
現
象
学
的
な
立
場
か
ら
の
分
析
に
か
な
り
拘
束
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
も
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ソ

　
ト
ハ
ッ
ト
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
概
念
に
対
し
て
批
判
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ぽ
信
念
や
欲
求
な
ど
い
わ
ゆ
る
命
題

的
態
度
が
か
か
わ
る
事
態
（
志
向
的
内
容
と
よ
ぼ
れ
る
も
の
）
は
、
あ
る
命
題
が
名
辞
化
（
冨
。
置
字
一
二
禽
Φ
昌
）
さ
れ
、
そ
の
命
題
全
体
の
意
味
が
そ
れ

　
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
て
初
め
て
成
立
す
る
。
し
か
し
述
語
構
造
を
も
つ
命
題
を
作
成
す
る
乱
筆
の
言
語
能
力
は
志
向
性
よ
り
も
根
本
的
で
あ
る
。
志
向

的
な
対
象
や
内
容
は
、
そ
の
よ
う
な
言
語
能
力
を
前
提
す
る
と
さ
れ
る
（
日
¢
α
q
①
コ
警
讐
6
刈
O
）
。

　
他
方
で
フ
ォ
ー
ダ
ー
の
志
向
性
の
分
析
（
Φ
・
ひ
q
。
閃
。
α
o
「
お
。
。
こ
お
8
）
は
、
心
理
的
状
態
が
何
ら
か
の
仕
方
で
脳
に
組
み
込
ま
れ
た
「
思
考
の
言
語
」

　
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
点
で
は
、
あ
る
意
味
で
言
語
の
志
向
性
を
心
の
志
向
性
に
優
先
さ
せ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
言
語
」

　
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
雪
語
…
1
公
共
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
　
　
と
は
明
ら
か
に
別
物
で
あ
り
、
い
ま
論
じ
て
い
る
言
語
と
心
の
志
向
性
の
優
先

関
係
と
い
う
問
題
か
ら
は
は
ず
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

（
1
3
）
　
セ
ラ
ー
ズ
と
チ
ザ
ム
の
間
の
論
争
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
（
具
体
的
な
や
り
と
り
と
し
て
は
、
O
露
路
。
ぎ
餌
民
Q
Q
①
一
二
誘
お
㎝
。
。
を
参
照
）
。
た
だ
し

b
u
Φ
巴
曾
は
こ
の
論
争
を
、
志
向
性
が
基
礎
的
に
は
言
語
に
属
す
る
と
い
う
セ
ラ
ー
ズ
の
テ
ー
ゼ
は
、
グ
ラ
イ
ス
の
影
響
も
あ
り
、
英
語
圏
の
ほ
と
ん
ど

　
の
哲
学
者
た
ち
の
支
持
を
失
っ
て
い
る
と
総
括
し
て
い
る
（
ゆ
霞
芽
鷲
臼
鋤
巳
ω
艶
§
H
り
㊤
H
O
．
蒔
8
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
総
括
の
正

当
性
も
含
め
て
、
本
稿
の
続
編
で
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
4
）
　
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
自
身
は
．
点
景
Φ
暮
δ
づ
9
。
一
一
莚
鴨
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
て
は
い
な
い
。
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
影
響
の
も
と
に
こ
の
よ
う
な
術
語
化
を
ほ
ど

　
こ
し
た
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
る
。
ち
な
み
に
英
語
の
．
冒
9
暮
δ
づ
巴
詫
暁
は
、
○
両
U
な
ど
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
H
』
＜
。
お

　
で
ス
コ
ラ
学
派
の
無
意
味
な
用
語
と
し
て
挙
げ
た
り
、
ベ
ソ
サ
ム
が
『
道
徳
と
立
法
の
諸
原
理
序
説
』
（
》
遣
帖
ミ
き
駄
§
職
§
ミ
ミ
十
全
註
§
蛍
8
ミ

志
向
性

五
一



哲
学
研
究
　
第
五
菖
七
十
二
号

五
二

　
ミ
ミ
§
冴
§
職
、
轟
傍
§
㍉
§
）
鼠
一
る
－
刈
に
お
い
て
行
為
に
伴
う
意
図
を
表
す
の
に
用
い
て
い
る
の
が
最
初
期
の
用
法
ら
し
い
。

（
1
5
）
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
つ
い
て
以
下
で
初
歩
的
と
も
い
え
る
事
柄
も
含
め
て
復
習
を
す
る
の
は
、
彼
の
哲
学
が
、
近
現
代
哲
学
の
歴
史
記
述
に
お
い
て
盲

点
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
。
近
年
で
は
、
「
分
析
哲
学
の
起
源
扁
の
探
究
と
い
う
文
脈
な
ど
か
ら
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
へ
の
注
目
度

　
は
増
し
つ
つ
あ
る
が
（
そ
の
な
か
で
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
の
は
U
＝
ヨ
ヨ
Φ
露
お
㊤
ω
な
ど
で
あ
ろ
う
）
、
そ
う
し
た
再
評
価
も
か
な
ら
ず
し
も
十
分
で
は

　
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
最
近
で
も
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
現
代
哲
学
に
と
っ
て
な
ぜ
「
透
明
人
間
扁
（
営
く
圃
ω
凶
σ
一
①
可
美
）
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

　
（
「
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
謎
扁
と
呼
ば
れ
る
）
を
テ
ー
マ
に
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
催
さ
れ
て
い
る
（
℃
o
嵩
お
O
。
。
は
そ
れ
に
基
づ
く
論
文
集
）
。
邦
語
文
献

　
で
は
、
竹
尾
、
　
九
九
一
が
マ
イ
ノ
ン
グ
と
の
関
係
に
、
村
田
、
一
九
九
三
が
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
関
係
に
そ
れ
ぞ
れ
注
目
し
つ
つ
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
に
つ
い

　
て
簡
潔
な
が
ら
要
を
得
た
説
明
を
与
え
て
い
る
。

（
1
6
）
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
哲
学
は
ド
イ
ツ
観
念
論
へ
の
大
い
な
る
幻
滅
と
そ
う
し
た
思
弁
へ
の
挺
否
を
出
発
点
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
、

古
代
に
お
い
て
は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
哲
学
が
そ
の
頂
点
を
迎
え
る
の
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
衰
微
の
典
型
で
あ
る
の
と
同
様

　
に
、
近
代
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
、
ロ
ッ
ク
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
そ
の
頂
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
観
念
論
は
衰
微
す
る
過
程
に

　
他
な
ら
な
い
。
　
へ
…
ゲ
ル
へ
の
悪
罵
（
こ
ご
「
①
翼
弩
○
屋
い
。
◎
ω
』
。
。
）
は
痛
快
な
ほ
ど
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
実
際
に
目
指
し
た
哲
学
の
方
法
論
は
、
経
験
的
で
実
証
的
で
あ
り
、
自
然
科
学
と
本
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
。
く
①
轟
　
9
圃
δ
ω
o
・

　
9
β
①
∋
①
夢
。
含
。
。
訂
F
三
簿
餌
嵩
鋤
臨
。
。
剛
ω
9
二
二
⇔
①
ほ
鋤
ε
毒
蕾
Φ
珍
と
い
う
の
が
彼
の
有
名
な
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
（
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
ヴ
ェ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大

　
学
に
就
職
し
た
と
き
の
二
五
の
ラ
テ
ン
語
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
の
第
四
の
も
の
）
。
こ
の
点
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
実
証
主
義
の
祖
で
あ
る
コ
ン
ト
を
高
く
評

価
す
る
と
と
も
に
、
方
法
論
に
つ
い
て
コ
ン
ト
の
影
響
下
に
あ
る
。

（
1
8
）
　
や
が
て
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
、
彼
の
構
想
す
る
倫
理
学
を
「
発
生
的
心
理
学
扁
と
区
別
・
対
比
し
て
「
記
述
的
心
理
学
扁
と
し
て
こ
の
顔
違
を
明
確
化

　
す
る
。
後
者
こ
そ
が
厳
密
な
学
と
し
て
「
純
粋
心
理
学
」
の
名
称
に
値
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
の
ち
の
心
理
学
の
展
開
か
ら
測
れ
ば
、

　
現
在
の
心
理
学
に
対
す
る
貢
献
度
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
よ
り
ヴ
ン
ト
に
軍
配
が
あ
が
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
　
し
か
し
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
フ
ロ
イ
ト
流
の
精
神
分
析
に
対
し
て
一
定
の
貢
献
を
果
た
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
学
び
、
ブ
レ
ン
タ

　
ー
ノ
を
評
価
し
た
（
0
9
・
《
お
り
。
。
’
℃
■
N
ゆ
）
。
さ
ら
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
薦
め
で
、
著
名
な
古
代
思
想
研
究
者
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
が
編
纂
し
て
い
た
J
・
S
・
ミ

　
ル
の
ド
イ
ツ
語
版
全
集
の
翻
訳
（
≧
巳
蕊
Q
。
O
）
を
い
く
つ
か
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
フ
ロ
イ
ト
に
与
え
た
影
響
は
、
そ
れ
ほ
ど
明

瞭
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
基
本
的
思
想
の
う
ち
に
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
継
承
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
と
い
う
評
価
（
乏
。
琴
①
葺



　
お
謡
も
掌
b
o
O
幽
ご
も
あ
る
。

（
1
9
）
　
た
だ
し
そ
の
作
用
（
〉
葬
）
と
い
う
概
念
も
、
心
的
な
も
の
の
は
た
ら
き
か
け
や
能
動
性
と
い
う
性
格
だ
け
を
と
く
に
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
ま

　
し
て
や
「
行
為
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
含
意
は
、
ζ
量
。
げ
お
ゆ
。
。
顯
Q
り
●
経
－
誤
ら
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る

鋤
。
ε
鋤
憂
鋤
ω
や
そ
の
源
泉
と
な
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
警
普
鴇
ミ
を
念
頭
に
置
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
2
0
）
　
両
者
の
区
別
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
議
論
は
、
百
頁
以
上
を
費
や
し
、
す
で
に
か
な
り
こ
の
区
別
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
方
法
論
に
関

　
す
る
考
察
（
Φ
「
ω
け
Φ
ω
　
b
σ
⊆
O
げ
）
の
あ
と
に
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
議
論
も
、
物
的
現
象
と
心
的
現
象
の
具
体
例
の
枚
挙
か
ら
は
じ
め
て
複
数
の
区
別
の
指
標

　
を
挙
げ
て
検
討
し
て
い
く
慎
重
な
も
の
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
た
だ
し
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ク
の
こ
の
研
究
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
と
り
わ
け
ス
コ
ラ
哲
学
の
要
望
昌
賦
。
の
概
念
を
内
在
的
と
み
る
捉
え
方
を
は

　
じ
め
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
2
2
）
　
い
く
つ
か
の
論
文
で
こ
の
種
の
晃
解
は
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
詳
し
い
の
は
0
玄
ω
7
巳
旨
H
Φ
禽
簡
明
な
の
は
○
窪
ω
げ
o
H
ヨ
H
O
雪
σ
だ
ろ
う
。

（
2
3
）
　
竃
。
≧
一
ω
け
費
H
⑩
謎
参
照
。
ζ
。
諺
静
酔
霞
お
ざ
は
彼
女
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
見
解
に
近
い
。

（
2
4
）
　
マ
カ
リ
ス
タ
ー
の
解
釈
の
も
う
｝
つ
の
中
心
的
論
点
は
、
物
的
現
象
は
色
や
音
な
ど
の
可
感
的
性
質
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ

　
い
て
は
議
論
の
余
地
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
が
「
物
的
現
象
」
を
事
例
の
枚
挙
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
き
、
「
色
、
形
」
に
な
ら
ん
で
、

　
可
感
的
性
質
と
は
い
え
な
い
「
風
景
」
（
い
弩
匙
ω
o
冨
胤
け
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
（
b
σ
お
蓉
餌
8
一
。
。
刈
♪
Q
o
■
一
旨
）
が
物
議
を
醸
し
て
き
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル

が
「
風
景
」
を
強
調
し
た
上
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
を
論
難
す
る
（
頃
拐
ω
Φ
臨
同
り
胡
－
卜
。
b
。
①
）
の
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ス
は
同
箇
所
へ
の
注
（
ω
■
b
。
①
①
－
。
。
）
で
、

　
こ
の
事
例
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
筆
が
滑
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
逆
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
「
物
的
現
象
」
が
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う

　
な
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
（
国
。
げ
9
。
こ
ω
o
p
お
。
。
ω
も
O
』
①
N
－
ω
）
。

（
2
5
）
　
5
｛
巳
訂
巳
Φ
冨
げ
。
鑓
酢
Φ
q
Φ
讐
ヨ
Φ
簿
。
＝
け
［
ぜ
。
爵
暮
ミ
繋
ざ
鼻
σ
q
8
償
＆
巴
。
欝
四
8
ヨ
℃
吋
①
冨
昌
ω
帥
く
Φ
鼠
①
≦
o
鴎
》
ユ
ω
8
汁
司
。
。
ヨ
簿
巷
ξ
ω
圃
。
巴

　
α
o
o
け
。
防
ぎ
Φ
ρ
げ
国
ω
げ
Φ
Φ
コ
α
q
同
く
Φ
昌
び
《
…
U
日
置
「
餌
昌
N
じ
ご
「
Φ
昌
餌
冨
P
ヨ
山
≦
o
ユ
（
○
降
け
7
①
℃
ω
《
o
げ
。
δ
α
q
《
o
暁
諺
「
δ
8
缶
ρ
Φ
ω
℃
Φ
o
恥
五
聖
≦
詫
び
冨
｛
霞
Φ
鵠
。
Φ
け
。

　
け
冨
き
唱
噂
§
o
ミ
焼
ミ
q
り
芝
露
。
ダ
≦
搾
げ
〇
旨
く
Φ
艮
霞
冒
α
q
8
蟻
①
o
こ
Φ
≦
げ
Φ
窪
①
「
昏
Φ
勉
鎧
窪
。
円
7
p
。
ω
Φ
ω
窮
び
雪
路
＆
巴
＝
騨
Φ
℃
o
凶
葺
ρ
9
Φ
嘗
①
ω
Φ
導
≦
ユ
叶
Φ
目

O
p
。
コ
蒙
○
け
げ
Φ
甘
昌
O
け
冒
α
q
P
ω
O
昌
Φ
○
一
類
Φ
ヨ
O
ω
け
匪
O
「
〇
二
凶
げ
望
Φ
×
Φ
O
暮
①
伽
嘗
Φ
8
ω
O
剛
℃
露
δ
ω
8
鐵
O
巴
「
Φ
ω
Φ
餌
「
O
げ
磐
α
Φ
×
Φ
α
q
Φ
ω
同
ω
．
　
プ
ラ
ト
ン
と
ア

　
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
古
典
を
は
さ
ん
だ
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
、
ミ
ル
、
そ
し
て
フ
ロ
イ
ト
（
註
1
8
）
の
思
想
的
交
錯
の
関
係
は
興
味
深
い
が
、
こ
こ
は
そ
れ

　
を
論
じ
る
場
面
で
は
な
い
。

志
　
向
性

五
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
二
号

五
四

（
2
6
）
　
そ
れ
以
外
に
も
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
同
じ
く
噌
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
心
理
学
研
究
』
（
b
σ
話
暮
餌
昌
。
｝
○
。
①
刈
）
か
ら
存
在
論
テ
ー
ゼ
を
ブ
レ
ン
タ
ー

　
ノ
に
帰
す
こ
と
の
困
難
を
指
摘
し
て
い
る
。
存
在
論
テ
ー
ゼ
は
心
的
現
象
の
向
け
ら
れ
て
い
る
志
向
的
対
象
に
つ
い
て
、
現
実
に
は
存
在
し
な
く
と
も
別

　
の
仕
方
で
存
在
す
る
と
い
う
、
独
特
の
存
在
論
的
様
態
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
む
し
ろ
現
実
に
存
在
す
る
も
の
の
場

合
に
、
重
大
な
困
難
を
惹
起
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
対
象
の
志
向
的
内
在
」
と
は
、
す
べ
て
の
心
的
現
象
に
つ
い
て
妥
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
存
在
す
る
対
象
に
つ
い
て
の
知
覚
や
思
考
が
、
そ
う
で
な
い
存
在
様
態
を
持
つ
あ
る
対
象
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
想

定
は
、
そ
れ
自
体
奇
妙
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
が
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
心
理
学
研
究
臨
で
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て

　
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
何
か
を
知
ろ
う
と
し
た
あ
る
人
が
、
知
性
に
よ
っ
て
、
か
わ
り
に
そ
れ
と
は
別
の
も
の
を
理
解
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
が
望
ん
で
い
た
知
識
に

　
　
　
鋼
達
し
た
と
い
う
の
は
、
お
か
し
な
言
明
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
あ
る
自
然
探
究
者
が
こ
の
大
地
に
見
幽
す
水
晶
や
植
物
に

　
　
　
つ
い
て
知
ろ
う
と
し
て
、
四
面
体
や
八
面
体
の
概
念
、
あ
る
い
は
他
の
世
界
に
属
す
る
樹
木
や
草
の
概
念
を
把
握
し
た
と
し
て
も
、
彼
は
決
し
て
自

　
　
　
分
の
黛
的
に
到
達
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
b
J
畦
Φ
コ
紳
鋤
コ
◎
　
｝
O
Q
①
刈
■
ω
．
　
一
ω
朝
）
。

　
こ
の
リ
チ
ャ
ー
ボ
ソ
ソ
の
指
摘
は
意
義
深
い
。
こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
思
考
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
研
究
者
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
後
期
の
立
場
を
表
す

　
も
の
と
し
て
し
ぼ
し
ば
引
き
合
い
に
出
す
次
の
指
摘
と
同
質
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
あ
る
男
が
あ
る
Φ
コ
ω
話
賦
o
a
ω
と
結
婚
す
る
と
約
束
し
、
そ
の
約
束
を
実
在
の
人
物
と
結
婚
す
る
こ
と
で
果
た
す
と
い
う
の
は
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
で

　
　
　
あ
る
（
一
九
〇
九
年
の
ク
ラ
ウ
ス
宛
書
簡
、
O
む
お
簿
影
。
誌
刈
《
×
出
×
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）
。

（
2
7
）
　
殉
凶
。
｝
缶
a
ω
o
＝
お
。
。
曾
ω
ヨ
搾
び
δ
逡
な
ど
多
い
な
か
で
と
り
わ
け
詳
し
く
論
証
し
て
い
る
の
は
護
口
止
ざ
ず
お
㊤
ω
で
あ
る
（
た
だ
し
そ
の
問
題
点
に
つ

　
い
て
も
本
稿
の
続
編
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）
。

（
2
8
）
　
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
へ
の
デ
カ
ル
ト
主
義
的
思
考
の
影
響
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
他
方
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

　
ア
ジ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
私
が
本
考
察
の
続
編
で
立
証
し
た
い
の
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
読
解
そ
の
も

　
の
が
、
デ
カ
ル
ト
的
と
言
っ
て
よ
い
概
念
的
枠
組
み
の
拘
束
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
枠
組
み
は
、
本
来
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
と
い
く

　
つ
か
の
基
本
的
論
点
に
お
い
て
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
経
緯
で
登
場
し
た
志
向
的
内
在
の
概
念
に
は
、
デ
カ
ル
ト
的
内
在

　
主
義
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
外
在
主
義
が
、
前
者
に
比
重
を
お
き
な
が
ら
、
奇
妙
な
仕
方
で
混
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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the　undersides　of　the　metropolis，　cultivated　an　“unrespectable　view　of　society”　（P．

L．　Berger）．　ln　this　way　the　Chicago　school　of　sociology　was　connected　to　litera－

ture，　in　the　broad　sense　encompassing　journalism，　especially　the　literature　“after

the　genteel　tradition”　of　Dreiser，　Lewis　and　others．　They　were　part　of　the　same

cultural　current．

　　Park　emphasized　that　soCiology　was　a　science，　but　at　the　same　time　he　advocat－

ed　that，　in　regards　to　the　understanding　of　human　nature，　sociologists　should　learn

from　literature．　To　conclude　this　paper，　1　propose　that　the　Chicago　school　be

reevaluated　from　the　perspective　of　Wolf　Lepenies，　who　situates　sociology

between　science　and　literature．

Intentionality　in　a　Historical　Perspective　（Part　1）

　　　　　　　Masashi　NAKAHATA

Associate　Professor　of　Ancient　Philosophy

　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Part　1　of　this　article　provides　a　brief　review　of　the　current　debate　over

intentjonality，　with　an　eye　to　show　how　the　issues　of　intentionaljty　are　rooted　in

Franz　Brentano’s　philosophical　psychology　and　his　philosophical　background．

　　In　much　of　the　recent　literature　on　mind，　the　problem　of　intentionality　is

presented　as　a　problem　which　must　be　faced　by　any　philosopher　who　wants　to　hold

that　mental　states　are　part　of　the　natural　world；　Naturalist　philosophers　are

required　to　explain　intentionality　in　naturalistic　terms．

　　It　was　the　seminal　work　by　R．　Chisholm　and　W．V．Quine　that　led　analytic

philosophers　to　thinl〈　of　the　problem　of　intentionality　in　this　way．　Chisholrn

introduced　the　concept　of　intentionality　into　the　mainstream　of　Anglo－American

philosophy．　By　recasting　Brentano’s　idea　of　intentional　inexistence，　he　gave　it　a

form　that　is　in　tune　with　philpsophical　temper　of　analytic　philosophy　；　then　argued

against　behaviorism　by　showing　that　it　is　not　possible　to　give　a　behavioristic

account　of　intentional　states．　This　suggests　that　intentionality　is　an　irreducible　sui

genen’s　phenomenon．　However，　the　irreducibility　of　the　intentional　can　be　taken　to

show，　as　Quine　argued，　the　baselessness　of　intentiona｝　idioms．　ln　response　to　this

dilemma，　a　huge　variety　of　approaches　have　been　tal〈en　to　explain　intentionality，

2



such　as　neo－Cartesianism　（Fodor），　instrumentalism　（Dennett），　and　neo－pragma－

tism　（Rorty）．　My　interest，　however，　is　not　in　the　current　debate　about　the　problem

of　intentionality　generally，　but　in　its　historical　roots．　For　1　think　that　contemporary

positions　pertinent　to　the　problem　of　intentionality　descend　historically　frorn　the

complication　of　Brentano’s　philosophy，　especially　from　his　notion　of　intentional

inexistence．

　　In　the　so－called　intentionality－passage　in　Psychologie　vom　emPirz’schen　SinndPunkt，

Brentano　seemed，　as　H．　Spiegelberg　points　out，　to　give　two　distinct　characteriza－

tion　of　intentional　inexistence：　one　in　terms　of　the　idea　of　Cinexistence’　or　tim－

manence’ C　the　other　in　terrns　of　the　idea　of　｛reference　to　an　object　（or　content）’．

Chisholm，　on　the　one　hand，　giving　importance　to　the　former　characterization，　holds

that　the　notion　of　intentional　inexistence　implies　the　ontological　thesis　that　there

are　intentional　objects　with　a　peculiar　ontological　status，　intentional　inexistence．

McAlister，　on　the　other　hand，　urges　that　even　in　the　tearly　days’　Brentano　did　not

commit　to　the　ontologica｝　thesis．　She　takes　intentional　inexistence　to　be　a　unique

relation　to　object．　And　Richardson　verifies　Brentano’s　denial　of　the　thesis　by

turning　to　Brentano’s　study　on　Aristotle’s　De　anima．　Richardson　rightly　points　out

that　the　idea　of　intentional　inexistence　comes　from　Aristotle’s　theory　of　perception，

in　which　the　form　of　the　perceived　object　is　received　without　matter．　Hence，　he

argues，　intentionaHnexistence　should　be　made　out　in　terms　of　a　mode　of　reception，

not　in　terms　of　an　ontologically　unique　type　of　object．

　　There　is　no　doubt　that　Aristotle’s　philosophy　is　the　most　important　source　for

Brentano’s　psychology．　However　Brentano　not　only　associated　the　notion　of

intentional　inexistence　with　the　idea　of　Aristotelian　immaterial　reception，　but　also

explicated　it　in　Cartesian　terms，　such　as　‘immanent　objectivity’　；　This　suggests　that

Brentano　found　Aristotle’s　psychology　compatible　with　Cartesian　philosophy　of

mind．　ln　Part　II　of　this　article　（forthcoming）　1　will　observe　that　the　Cartesian

conceptual　framework　biased　Brentano’s　interpretation　of　Aristotelian　psychology

and　show　that　there　is　tension　between　Aristotelian　externalism　and　Cartesian

intemalism　within　the　notion　of　intentional　inexistence，　which　continues　to　lie　at
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

the　base　of　the　issues　of　intentionality．
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