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知
の
理
論
と
し
て
の
志
向
的
分
析

ー
ー
志
向
的
対
象
を
手
引
き
と
し
て

l
i

家

高

洋

志
向
性

(
F
Z
E古
口

m
E
E
C
は、

フ
ッ
サ

l
ル
の
現
象
学
の
基
本
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
意
識
の
本
質
を
、
ー
に
つ
い
て
の
意
識

と
い
う
事
態
に
見
出
す
の
が
、
こ
の
志
向
性
の
概
念
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
課
題
の
一
つ
は
、
現
象
学
に
よ
っ
て
、
哲
学
の
伝
統
的
な
諸
々
の
対
立
を
解
消
す
る
こ
と
に
あ
る
。
例

「
合
理
論
ハ
プ
ラ
ト
ン
主
義
)
と
経
験
論
、
主
観
主
義
と
客
観
主
義
、
観

念
論
と
実
在
論
」
な
ど
の
対
立
の
解
消
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
い

lrの
よ
う
な
課
題
は
、

F乙

tま、

一
九
二
七
年
の
ブ
リ
タ
ニ
カ
論
文
の
第
一
稿
で
は
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
現
象
学
が
体
系
的
に
展
開
さ
れ

て
初
め
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
現
象
学
が
生
ま
れ
出
た
『
論
理
学
研
究
』
に
お
い
て
既
に
、
現
象
学
の
分
析
は
、
こ
の
課
題
に
沿
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

『
論
理
学
研
究
』
は
、
論
理
的
客
観
主
義
と
心
理
学
主
義
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
一
方
的

に
受
容
し
た
り
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
の
関
係
が
生
じ
る
事
態
を
主
題
と
し
た
。

つ
ま
り
、

「
数
学
的
真
理
」
な
ど
の
何
ら
か
の

理
念
的
な

(広

g日
)
存
在
者
が
、
時
間
的
に
変
化
す
る
我
々
の
リ
ア
ル
な
体
験
に
お
い
て
現
れ
る
と
い
う
事
態
を
『
論
理
学
研
究
』

17 

は
分
析
の
坦
上
に
載
せ
、
こ
の
事
態
を
よ
り
適
切
に
捉
え
う
る
考
察
を
「
現
象
学
」
と
し
て
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。



18 

で
は
、

1
に
つ
い
て
の
意
識
と
い
う
、

い
わ
ば
自
明
の
志
向
的
な
事
態
に
関
す
る
分
析
や
考
察
は
、

一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
、
様
々

な
学
説
や
態
度
(
開
吉
田
件
。
-
Z
D
m
)
の
対
立
の
解
消
と
い
う
課
題
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
「
解

消
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の
た
め
に
志
向
的
な
事
態
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
か
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
諸
学
説
に
関
す
る
理
論
(
当

2
8
5与
え

Eop円
。
〉
、
よ
り
一
般
的
に
は
知
の
理
論
と
し
て
の
志
向

的
分
析
の
内
実
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
フ
y

サ
l
ル
の
現
象
学
、
特
に
『
論
理
学
研
究
』
を
検
討
し
て
、
志
向

的
な
事
態
に
関
す
る
理
論
の
一
つ
の
ス
ケ
γ
チ
を
描
く
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

我
々
は
、
志
向
的
対
象
、
特
に
感
性
的
な
志
向
的
対
象
の
在
り
方
の
問
題
系

q
g
E
O
B
m
E
C
を
手
引
き
に
し
て
自
ら
の
課
題
に

取
り
組
ん
で
み
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
こ
の
間
題
系
こ
そ
が
、
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
な
ど
の
志
向
性
の
実
在
論
的
な
考
え
方
に
対

し
て
フ

y
サ
l
ル
独
自
の
現
象
学
を
生
み
出
す
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

フ
y

サ
l
ル
の
議
論
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
志
向

的
分
析
の
一
般
的
な
枠
組
み
が
取
り
出
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
こ
の
間
題
系
に
対
す
る
フ
ッ
サ

I

ル
自
身
の
分
析
に
も
前
提
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
の
志
向
的
対
象
の
基
本
的
な
問
題

点
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
検
討
を
始
め
よ
う
。

『
経
験
の
立
場
か
ら
の
心
理
学
』
に
お
い
て
ブ
レ
ン
タ
I
ノ
は
、
心
的
現
象
の
根
本
特
徴
を
志
向
性
に
見
出
し
た
。
各
々
の
心
的
現

象
、
あ
る
い
は
心
的
作
用
の
本
質
は
、
そ
の
対
象
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
知
覚
作
用
に
は
、
知

覚
さ
れ
る
対
象
が
、
判
断
作
用
に
は
、
判
断
さ
れ
る
対
象
が
関
係
し
て
い
る
、
と
い
う
事
態
ハ
志
向
的
な
事
態
)
か
ら
、
ブ
レ
ン
タ
l



ノ
は
心
(
意
識
)
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
。

さ
て
、
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
学
派
に
と
っ
て
志
向
的
な
事
態
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
心
的
作
用
が
志
向
的
に
関
係
し
て
い
る
対
象
、

七〉

ま
り
、
志
向
的
対
象
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
の
規
定
が
暖
昧
で
あ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
ン
タ
1
ノ
に
よ
れ
ば
、
士
山

ハ
3
)

向
的
対
象
は
、
心
的
現
象
(
意
識
)
に
志
向
的
に
内
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
心
的
現
象
は
、
士
山
肉
的
で
あ
る
以
外
に
、
現
実
に
存
在
し

て
い
る
が
、
色
や
音
な
ど
の
対
象
(
物
的
現
象
)
は
、
現
象
的
で
志
向
的
に
し
か
存
在
し
な
い
と
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
は
主
張
す
る
。
し
か

全日の理論としての志向的分析

し
、
ブ
レ
ン
タ
I
ノ
は
、
対
象
は
我
々
に
と
っ
て
の
現
象
で
し
か
な
い
と
い
う
、
現
象
主
義
者
の
立
場
を
拒
否
す
る
。
と
い
う
の
は
、

(

4

)

 

「
現
実
」
に
全
く
対
応
し
て
い
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ブ
レ
ン
タ
l
ノ
に
よ
れ
ば
、
志
向
的
対
象
は
、

志
向
的
対
象
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
ブ
レ
ン
タ
1
ノ
が
前
提
に
し
て
い
る
立
場
、
す
な
わ
ち
実
在
論
に
基
づ
い
て
お
り
、
志

向
的
な
事
態
に
即
し
た
考
察
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
ブ
レ
ン
タ

I
ノ
の
実
在
論
的
前
提
に
お
い
て
、
意
識
は
、
世
界
の
中
の
一
つ

の
存
在
者
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
本
特
性
と
し
て
志
向
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
意
識
に
志
向
的
に
内
在
し
て
い

る
対
象
」
と
い
う
考
え
方
は
、
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
に
お
い
て
は
、

「
意
識
の
外
に
あ
る
対
象
」
と
い
う
考
え
方
と
相
関
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
二
種
類
の
対
象
の
関
係
や
「
意
識
の
内
と
外
」
の
区
別
は
前
提
で
あ
る
以
上
、
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
限
り
に
お

い
て
我
々
は
、
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
的
な
実
在
論
的
前
提
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
に
フ
ヅ
サ
l
ル
が
現
象
学
的
還
元
を
導
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、

『
イ
デ

I
ン
I
』
に
お
け
る
よ
う
に
世
界
の
無
化

(J12anFZロ
巴
が
想
定
さ
れ
う
る
こ
と
や
、

意
識
の
絶
対
的
な
確
実
性
に
基
づ
く
だ
け
で
な
く
、
実
在
論
的
な
前
提
に
与
す
る
解
明
が
暖
昧
で
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
も
依
る
と
考

え
ら
れ
る
。

19 

以
上
の
検
討
か
ら
我
々
は
、
次
の
こ
と
を
一
般
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
対
象
的
な
も
の
に
関
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係
し
て
い
る
と
い
う
志
向
的
な
事
態
に
対
し
て
、
こ
の
事
態
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
こ
の
事
態
の
適
切
な
規
定
や

解
明
を
な
し
え
な
い
概
念
や
仮
定
、
考
察
は
、
最
終
的
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
保
持
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ブ
レ
ン
タ
l
ノ
の
理
論
を
踏
ま
え
、
志
向
的
な
事
態
を
独
自
に
解
明
し
た
の
は
、

ト
ワ
ル
ド
ア
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
の
『
表
象
の

内
容
と
対
象
に
つ
い
て
の
理
論
』
は
、

フ
?
サ

1
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
第
二
巻
の
現
象
学
的
分
析
の
枠
組
み
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
は
志
向
的
な
事
態
を
、
意
識
(
作
用
)
と
対
象
の
二
分
法
で
考
え
た
が
、
他
方
ト
ワ
ル
ド
ア
ス
キ
ー
は
、
作
用
と

内
容
と
対
象
の
三
分
法
で
考
え
、
志
向
的
な
事
態
に
即
し
た
分
析
に
着
手
し
た
。

ト
ワ
ル
ド
ア
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
新
た
に
定
式
化
さ
れ
た
「
内
容
」
の
概
念
は
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
指
摘
の
よ
う
に
(
闇
¥
ゲ
包
∞
)
暖
昧

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
般
的
な
規
定
を
取
り
出
し
て
お
き
た
い
。
ト
ワ
ル
ド
ア
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
表
象
作
用
が
向
か
っ
て
い

る
の
は
、
プ
レ
ン
タ
1
ノ
と
同
じ
く
、
そ
の
対
象
で
あ
る
。
表
象
の
内
容
は
、

(
門
田
口
同
門
町
〉
」
作
用
は
、
対
象
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

表
象
の

「
中
に
(
吉
)
」
あ
り
、

そ
れ
を
「
介
し
て

対
象
(
あ
る
い
は
客
体
)
の
よ
う
に
存
在
し
な
い
「
内
容
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
応
じ
て
、
志
向
的
な
事

態
に
関
す
る
理
論
の
枠
組
み
は
様
々
に
な
る
。

『
論
理
学
研
究
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ

1
ル
は
、
内
容
を
「
心
像
」
と
み
な
す
写
像
理
論

を
批
判
し
て
い
る
。
本
節
で
我
々
は
、
こ
の
批
判
と
、

ブ
ッ
サ
l
ル
自
身
の
解
明
と
を
見
て
み
よ
う
。

写
像
理
論
に
よ
れ
ば
、
意
識
が
直
接
に
認
識
し
て
い
る
の
は
、
対
象
の
「
像
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
意
識
に
内
在
し
て
い
る
と
み
な

さ
れ
る
。
フ
ザ
サ
I
ル
が
ま
ず
批
判
す
る
こ
と
は
、

「
内
容
」
を
像
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
(
凶

HMhLω
⑦
。
「
像
」
の
概
念
に
よ
っ



て
は
、
志
向
的
な
事
態
に
即
し
つ
つ
、
そ
れ
を
根
本
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
像
が
橡
で
あ
る
た
め
に
は
、

「
原
本
」
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
認
識
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
像
の
概
念
だ
け
で
は
事
態
を
十
分
に
解
明
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
像
以
外
に
、
そ
の
「
原
本
」
も
何
ら
か
の
仕
方
で
共
に
認
識
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
対
象
的
な
も
の
が
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
我
々
の
経
験
と
は
反
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
写
像
理
論
の
主
張
の
よ
う
に
、
意
識
が
直
接
に
認
識
し
て
い
る
の
は
、
像
と
し
て
の
内
容
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
像
と

知の理論としての志向的分析

は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
う
る
何
ら
か
の
「
原
本
」
(
対
象
「
そ
の
も
の
」
)
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
原
理
的
に
認
識
さ
れ
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
写
像
理
論
に
は
、
実
は
、

一
つ
の
前
提
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
無
関
係
な
対
象
「
そ
の
も
の
」
が
想

定
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
対
象
「
そ
の
も
の
」
と
、
意
識
さ
れ
て
い
る
「
内
容
」
と
が
比
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

感
性
的
な
対
象
の
場
合
、
我
々
に
直
観
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
つ
の
面
(
前
面
)
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
写
像
理
論

は
、
対
象
「
そ
の
も
の
」
の
像
と
み
な
す
。

一
方
、
感
性
的
な
対
象
は
、
全
面
的
に
は
現
れ
な
い
以
上
、
対
象
「
そ
の
も
の
」
が
我
々

に
経
験
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
写
像
理
論
は
、
原
理
的
に
経
験
さ
れ
え
な
い
対
象
「
そ
の
も
の
」
と
、
経
験
さ

れ
て
い
る
「
内
容
」
と
を
比
較
す
る
と
い
う
、
二
重
の
視
点
に
基
づ
い
た
不
整
合
な
論
拠
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

写
像
理
論
の
こ
の
難
点
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
志
向
的
な
事
態
の
中
に
一
貫
し
て
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
と
は
無
関

係
に
存
在
し
う
る
も
の
や
、
意
識
さ
れ
な
い
も
の
を
論
拠
と
し
て
想
定
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
作
用
、
内
容
、
対
象
と
い
う
三
分
法
を
踏
襲
し
つ
つ
、

か
っ
、
志
向
的
な
事
態
か
ら
離
れ
な
い
場
合
、
志
向
的
な
対
象
と
内

容
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
よ
そ
以
下
の
通
り
で

『
論
理
学
研
究
』
第
二
巻
第
五
、
六
研
究
の
説
明
は
、

21 

あ
る
。

フ
γ
サ

I
ル
に
よ
れ
ば
、
志
向
的
対
象
は
意
識
に
内
在
せ
ず
、
超
越
し
て
い
る
。
ま
た
、
写
像
理
論
と
は
反
対
に
、

フ
ッ
サ

1
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ル
は
、
特
に
明
瞭
な
知
覚
の
場
合
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
対
象
「
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ッ
ザ
l
ル
も
、

写
像
理
論
と
同
様
に
、
感
性
的
な
知
覚
の
場
合
、
直
観
さ
れ
て
い
る
の
は
対
象
の
一
つ
の
面
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
対
象

の
認
識
に
は
、
直
観
さ
れ
て
い
る
対
象
の
一
部
以
外
に
、
そ
の
対
象
に
関
す
る
非
直
観
的
な
予
期
や
意
味

Q
Eる
が
含
ま
れ
て
機
能

し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
対
象
は
、
そ
の
↓
部
で
は
な
く
て
寸
そ
の
も
の
」
と
し
で
経
験
さ
れ
う
る
こ
と
を
フ
ヅ
サ

i
ル
は
明
ら
か
に

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
対
象
を
中
心
的
な
基
準
と
す
る
(
実
在
論
的
な
〉
知
覚
理
論
の
前
提
、

つ
ま
り
、
対
象
の
「
像
」

(
一
部
)
か
対
象
「
そ
の
も
の
」

(
全
体
)
か
と
い
う
二
者
択
一
は
、
具
体
的
な
経
験
に
お
い
て
は
、
十
分
な
根
拠
を
持
た
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
対
象
」
の
概
念
の
こ
の
変
化
は
、
意
識
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
な
分
析
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
意
識

と
対
象
と
の
聞
に
本
質
的
な
相
関
関
係
(
問
。
口
o
u
z
oろ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
現
象
学
的
分
析
の
独
自
性
は
、

こ
の
相
関
関
係
を
、
様
々
な
現
出
(
何
百
円
『
包
ロ
ロ
ロ
moロ
)
に
お
い
て
見
出
し
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
出
に
基
づ
い
て
対
象
や
意
識

を
検
討
し
規
定
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
現
出
を
、
写
像
理
論
の
よ
う
に
何
ら
か
の
「
対
象
」
か
ら
説
明
す
る

こ
と
は
、
対
象
と
意
識
と
の
相
関
関
係
を
無
視
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
実
在
論
が
主
張
す
る
対
象
「
そ
の
も
の
」
は
、
経
験
さ
れ
て
い
る
対
象
「
そ
の
も
の
」
に
基
づ
い
て
、
例
え
ば
、
そ
れ
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
哲
学
な
ど
の
諸
説
と
現
象
学
と
の
関
係
は
、

一
般
に
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
知
の
理
論
と
し
て
の
現
象
学
は
、
諸
々
の
説
や
態
度
が
前
提
と
し
て
い
る
事
柄
を
、
志
向

的
な
事
態
の
中
で
経
験
さ
れ
る
諸
現
出
に
基
づ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
説
や
態
度
の
一
面
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の

真
理
要
求
の
範
聞
を
限
定
し
、
そ
の
結
果
、
和
解
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
諸
説
の
対
立
や
区
別
を
緩
和
す
る
の
で
あ
る
。



以
上
の
よ
う
に
笥
論
理
学
研
究
』
に
見
ら
れ
る
)
フ
ヅ
サ
l
ル
の
現
象
学
は
、
実
在
論
的
な
前
提
の
妥
当
性
を
問
題
に
し
た
が
、

フ
ヅ
サ
I
ル
の
議
論
に
も
何
ら
か
の
前
提
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
節
を
か
え
て
検
討
し
て
み
た
い
。

フ
ッ
サ
I
ル
に
よ
れ
ば
、
志
向
的
対
象
は
、
意
識
の
中
に
は
存
在
せ
ず
、
超
越
的
で
あ
る
。
で
は
、
意
識
に
内
在
し
て
い
な
い
と
み

知の理論としての志向的分析

な
さ
れ
る
対
象
が
意
識
さ
れ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
意
識
の
内
在
な
領
域
と
超
越
的
な
領
域
と
い
う
、

い
わ
ば

存
在
者
の
特
徴
に
関
わ
る
よ
う
な
匹
別
が
、

ブ
ヅ
ザ

1
ル
の
説
明
に
入
り
込
み
、
解
明
さ
れ
が
た
い
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

ブ
ッ
サ
I
ル
の
説
明
を
概
観
し
た
後
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

意
識
に
超
越
し
た
対
象
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
の
た
め
に
フ
ッ
サ
l
ル
は
、

『
論
理
学
研
究
』
に
お
い
て
、
意
識
の
成
素

と
し
て
非
志
向
的
な
「
実
的
〈
Bo--)」
内
容
を
導
入
し
た
。
こ
の
内
容
は
、
感
覚
与
件
や
フ
ァ
ン
タ
ス
マ

q
v
g仲

間
団

Bm乙
で
あ
り
、

意
識
に
内
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
容
を
「
解
釈
す
る
」
作
用
、
統
覚

(
K
F
E
)
q
N
a
t
o
s
に
よ
っ
て
、
意
識
か
ら
超
越
し

た
志
向
的
対
象
が
現
出
す
る
(
意
識
さ
れ
る
)
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
的
な
(
内
在
的
)
領
域
と
志
向
的
な
(
超
越
的
)
領
域
、

意
識
の
内
と
外
と
が
区
別
さ
れ
、
前
者
に
よ
っ
て
後
者
の
成
立
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ワ
)

(

9

)

 

は
じ
め
は
記
述
心
理
学
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
論
理
学
研
究
』
の
説
明
は
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、

そ
の
説
明
に
は
二
つ
の
問
題
が
見
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
感
覚
与
件
な
ど
の
実
的
な
内
容
の
規
定
と
、
も
う
一
つ
は
、
こ

の
内
容
と
不
可
分
な
作
用
の
規
定
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

23 

知
覚
に
お
け
る
実
的
内
容
(
感
覚
与
件
)

は
、
第
六
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
志
向
的
対
象
に
「
類
似
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
同
じ
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で
あ
る
」
(
阿
国
一
¥
N
W

。Nω
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
類
似
」
が
主
張
さ
れ
る
た
め
に
は
、
意
識
の
実
的
な
領
域
と
、
志
向

的
な
領
域
の
両
者
が
比
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
意
識
そ
の
も
の
が
外
か
ら
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
節
で
我
々
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
志
向
的
な
事
態
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
上
こ
の
説
明
は
、
意
識

そ
の
も
の
を
、
個
体
的
な
対
象
の
一
種
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
実
的
な
領
域
と
、
志
向
的
な
領
域

と
が
比
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の
何
ら
か
の
類
似
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

一
方
が
志
向
的
「
対
象
」
で
あ
る
限
り
、

他
方
の
意
識
自
身
も
、
そ
れ
と
同
じ
(
あ
る
い
は
、
類
似
し
た
)
対
象
的
な
個
体
的
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
う
る
か
ら

で
あ
る
。
以
上
の
説
明
は
、
認
識
の
成
立
に
関
わ
っ
て
お
り
、
現
出
に
基
づ
い
た
相
関
関
係
を
主
題
と
し
て
い
な
い
た
め
に
、
意
識
の

志
向
的
な
性
格
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
意
識
と
無
関
係
に

(
あ
る
い
は
無
規
定
に
)
存
在
す
る
対
象
や
世
界
と
い
う
前
提
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
意

識
に
一
方
的
に
影
響
を
与
え
る
世
界
や
、
あ
る
い
は
、
世
界
を
受
容
す
る
だ
け
の
意
識
と
い
う
前
提
を
も
認
め
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
て

い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
前
提
に
は
、
意
識
が
存
在
し
な
く
て
も
世
界
が
存
在
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
て
、
世
界
の
実
在
論
的
な
前
提
か
ら
生
じ
る
、
意
識
の
受
容
性
と
い
う
考
え
方
を
拒
否
す
る
場
合
、
意
識
に
関
し
て
、
何
ら

か
の
自
発
的
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
想
定
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、

意
識
の
自
発
的
な
「
構
成
(
関

8
・

え
伊
丹
ロ
氏
。
ロ
)
」
作
用
が
、
対
象
や
世
界
を
「
生
み
出
す
」
と
み
な
さ
れ
る
。
結
局
こ
の
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
「
観
念
論
的
な
」
前
提
を

の
で
、

『
論
理
学
研
究
』
以
来
フ
ッ
サ

I
ル
の
現
象
学
も
、
意
識
に
何
ら
か
の
作
用
の
性
格
を
認
め
て
い
る

「
観
念
論
的
な
」
側
面
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
意
識
を
無
規
定
の
ま
ま
放
置
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
以
上
、
我
々
も
意
識
に

認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

自
発
的
な
作
用
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。



し
か
し
、
意
識
の
性
格
を
、
自
発
的
/
受
容
的
と
い
う
二
者
択
一
で
考
え
る
こ
と
は
、
自
明
で
必
然
的
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
観
念
論
が
、
実
在
論
の
応
定
封
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
観
念
論
は
、
現
象
学
的
分
析
が
関
わ
る
「
現
出
」
を
飛
び
越
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
実
在
論
が
「
即
自
的
な
」
世
界
か
ら
受
容
的
な
意
識
を
考
え
た
の
と
同
様
に
、
こ
の

観
念
論
も
、
意
識
の
自
発
的
「
作
用
」
か
ら
世
界
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
と
も
、
世
界
あ
る
い
は
意
識
の
一
項
の
み
か
ら
考
え

て
い
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
志
向
的
な
相
関
関
係
に
基
づ
く
考
察
が
で
き
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
対
象
の

知の理論としての志向的分析

「
構
成
」
と
い
う
作
用
の
問
題
系
に
お
け
る
フ
ッ
サ

I
ル
の
現
象
学
の
二
つ
の
「
観
念
論
的
な
」
側
面
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

第
一
の
側
面
は
、
現
出
や
感
覚
与
件
な
ど
の
多
様
か
ら
、
同
一
の
対
象
的
な
客
体
を
「
構
成
す
る
」
と
い
う
問
題
設
定
で
あ
る
。
こ

の
捉
え
方
に
お
い
て
、
現
出
な
ど
の
多
様
は
、
対
象
認
識
の
成
立
の
た
め
の
一
つ
の
契
機
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
現
出
に
即
し
た
分
析
が

行
わ
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
対
象
の
「
構
成
」
が
間
わ
れ
る
以
上
、
意
識
(
あ
る
い
は
自
己
〉
自
身
が
間
わ
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
「
観
念
論
」
の
哲
学
上
の
問
題
は
、
実
は
、
対
象
や
世
界
の
主
観
化
や
無
化
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
意
識
(
あ
る
い

は
自
己
)
が
対
象
構
成
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
自
己
に
関
す
る
様
々
な
問
題
が
、
こ
の
観
念

論
に
よ
っ
て
は
適
切
に
扱
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
観
念
論
的
な
」
側
面
に
関
わ
ら
な
い
ブ

γ
サ
l
ル
の
分

析
を
概
観
し
て
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

こ
こ
で
ト
ワ
ル
ド
ア
ス
キ
ー
の
表
象
の
構
造
の
解
明
か
}
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
表
象
の
内
容
は
、
表
象
の
中
に
あ
り
、

25 

こ
の
内
容
を
介
し
て
、
表
象
の
作
用
は
、
表
象
の
対
象
と
関
わ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
内
容
」
を
フ
ッ
サ

I
ル
の
現
象
学
に
お
け
る
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「
現
出
」
と
捉
え
直
す
こ
と
で
、
内
容
と
対
象
と
の
関
係
を
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。

内
容
と
し
て
の
「
現
出
」
の
一
つ
と
し
て
、
我
々
は
、
射
映

(
k
r
σ
R
F
旦
宮
居
む
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
射
映
は
、
対
象
の
一

部
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
射
映
を
「
介
し
て
」
対
象
が
現
れ
る
以
上
、
射
映
は
、
対
象
の
部
分
と
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
我
々
が
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
現
出
と
し
て
の
内
容
は
、
対
象
と
同
系
列
に
あ
る
と
考
え
る
必
然
性
、
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

現
出
が
対
象
に
、

い
わ
ば
「
属
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
出
の
問
題
系
は
、
同
一
の
対
象
の
「
構
成
」
と
い
う
問
題
系
に

関
わ
る
必
然
性
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
志
向
的
事
態
は
、
そ
の
「
内
容
」
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
様
々
に
考
察
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
節
で
我
々
は
、

対
象
「
そ
の
も
の
」
の
概
念
の
変
遷
や
、
実
在
論
的
立
場
と
現
象
学
と
の
関
係
の
考
察
し
て
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ブ
レ
ン
タ

ー
ノ
の
当
初
の
枠
組
み
、

つ
ま
り
、
意
識
と
対
象
の
(
実
体
的
〉
区
別
に
基
づ
い
た
二
分
法
(
的
思
考
)
は
、

「
内
容
」
と
し
て
の
現

出
へ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
全
く
別
の
枠
組
み
の
中
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、

「
内
容
」
と
し
て
の
現
出
か
ら
、
意
識

と
対
象
と
の
本
質
的
な
相
関
関
係
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
関
係
か
ら
両
者
を
規
定
す
る
と
い
う
可
能
性
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

フ
ッ
サ

I
ル
の
分
析
に
は
、
意
識
に
関
す
る
「
観
念
論
的
な
」
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
も
注
目
さ
れ
る
「
現
出
」
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
意
識
や
自
己
自
身
に
関
与
し
て
い
る
現
出
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
出
を
「
介
す
る
こ
と
で
」
意
識
や
自
己
自
身
が
「
構
成

ま
た
、

さ
れ
る
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
、
自
己
構
成
に
よ
る
自
己
規
定
の
考
察
に
よ
っ
て
フ
ヅ
サ

l
ル
の
現
象
学
は
、
従
来
の
観
念
論

の
枠
組
み
を
は
み
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
一
つ
と
し
て
フ
ッ
サ
l
ル
の
分
析
の
中
で
は
、

=;] 

イ

デ
l
ン
E
』
に
お
け
る
感
覚
感
(
開
B
匂
出
口
仏
巳
与
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
両
手
が
触
れ
合
い
「
構
成
し
あ
う
」
二
重
感
覚
の
分
析
が
、

こ
の
事
態
を
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
(
司

wze。
そ
し
て
、
他
者
論
も
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
第
五
デ
カ
ル
ト
的
省
察
に
お
け
る
、



自
己
か
ら
の
他
者
「
構
成
」
と
い
う
問
題
系
よ
り
も
む
し
ろ
、
他
者
(
の
存
在
)
が
自
己
の
具
体
態
を
「
構
成
す
る
」

(
あ
る
い
は
規

定
す
る
)
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
超
越
論
的
他
者
」

(

J

?

同
∞
吋
)
の
問
題
系
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
「
現
出
」
を
切
り
捨
て
ず
に
主
題
と
し
、
そ
こ
か
ら
、
対
象
的
な
も
の
と
、
意
識
(
あ
る
い
は
自
己
)
と

を
相
互
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
現
象
学
は
、
諸
々
の
学
説
と
態
度
の
対
立
を
「
解
消
」
ず
る
課
題
に
独
自
な
仕
方
で
応
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

知の理論としての志向的分析

注
(
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)
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開
・
出
口
帥
凹
巾
円
】
旬
、
F
a
s
b
s
s
q『
b
h一
含
司
君
、
hHSc~bhu.同
・
民
民
間
田
町
『
ロ
白

HM由
民
内
田

-
u
p
沼
田
円
江
口

5
2ぷ
。
戸

g
g
-
∞・

M
g・
な
お
、
フ
ッ

サ
i
ル
の
引
用
は
、
す
べ
て
フ
ッ
セ
リ
ア
1
ナ
(
フ
ッ
サ
I
ル
全
集
)
か
ら
で
あ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
フ
ッ
セ
リ
ア
I
ナ
に
お
け
る

そ
の
巻
数
の
ロ
ー
マ
数
字
と
、
頁
数
と
を
並
べ
て
表
示
す
る
。

我
々
の
課
題
に
沿
っ
た
フ
ッ
サ
l
ル
の
考
え
方
を
適
宜
検
討
す
る
と
い
う
仕
方
で
考
察
を
進
め
る
の
で
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
現
象
学
自
身
に

関
す
る
様
々
な
解
釈
の
検
討
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

司
・
国
門
町
三

S
0
・
huhHSbNqhな
さ
さ

s

e
玄伺
S
S
~判官唱輔、
E
V
R法
冊
子
国
島
・
同
-
司
冊
目
山
岡
冨
冊
目
白
骨
ア
回
申
吋

ω"ω-HNAP-印
-

L

『
守
山
門
戸
切
∞

-HNUiHωN・

例
え
ば
、
「
真
に
存
在
す
る
も
の
は
、
絶
対
に
現
出
せ
ず
、
ま
た
、
現
出
し
て
い
る
も
の
は
、
真
に
存
在
し
て
い
な
い
」
と
い
う
主
張
に

ブ
レ
ン
タ

I
ノ
の
実
在
論
的
前
提
が
表
れ
て
い
る
。
芯
定
・
・

ω-N∞・

同
・
叶
唱
由
同

1aod〈
田
広
場

N
宮、‘』い同

MHミ
培
ミ
S
L『
ミ
恥
白
『
H
S
H
R同
C
h
hミ
ミ
ム
明
芯
送
九
九
時
、
、
て
也
、
、
師
同
町
ロ
ミ

p
m
s
r
H
M
F出
。
由
。
同
}
宮
山
田
〈
市
岡
山
田

m
p
g∞
N・

ω-M∞・

知
の
理
論
(
学
問
論
〉
と
し
て
の
現
象
学
は
、
諸
学
説
と
交
代
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
自
然
科
学
と
現
象
学
が
入
れ
替

わ
れ
な
い
よ
う
に
、
各
々
の
枠
組
み
や
前
提
の
中
で
の
み
適
切
に
扱
え
る
事
柄
、
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
説
明
の
枠
組
み
は
、
『
イ
デ
l
ン

I
』
に
お
い
て
も
〈
国

¥
Y
5
3
見
出
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
実
的
内
容
も
、
意
味
を
欠
く
対
象
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(
M
只
¥
F
S
3
0
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フ
ッ
サ
l
ル
自
身
は
、
自
ら
の
現
象
学
を
伝
統
的
な
主
観
的
観
念
論
と
明
確
に
区
別
し
て
い
る
(
圏
、
¥
ゲ

H
N
O
〉
が
、
何
ら
か
の
観
念
論

(
例
え
ば
、
「
超
越
論
的
観
念
論
」
)
で
あ
る
こ
と
は
晩
年
で
も
否
定
し
て
い
な
い
(
♂
己
3
0

以
上
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
当
然
、
対
象
「
構
成
」
に
向
け
ら
れ
た
フ
γ

サ
l
ル
の
分
析
の
成
果
の
評
価
が
下
が
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

対
象
の
現
出
を
手
引
き
と
し
て
行
わ
れ
る
現
出
論
は
、
前
節
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
対
象
「
そ
の
も
の
」
の
経
験
な
ど
の
対
象
意
識
の

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
独
自
の
成
果
が
あ
っ
た
。
現
象
学
的
分
析
自
身
も
多
層
的
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
介
し
て
」
と
い
う
事
態
を
抽
象
し
て
、
射
映
を
、
対
象
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
例
え
ば
、
『
物
と
空
間
』
に
お
い
て
主
題
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
事
態
、
つ
ま
り
、
運
動
可
能
な
自
己
の
位
置
や
状
態
に
よ
っ

て
、
対
象
の
現
れ
方
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
事
態
で
は
な
い
。
こ
の
事
態
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
自
己
は
、
同
一
の
対
象
の
「
構
成
」

に
関
与
す
る
限
り
で
の
自
己
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
構
成
は
、
主
題
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

日

〉
(ロ)

(

日

)

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
〉




