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行
動
主
義

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
行
動
主
義

小
論
で
考
察
し
て
み
た
い
の
は
二
点
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
は
行
動
主
義
に
同
意
し
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
か
、

と
い
う
の
が
第
一
点
。
そ
し
て
、
彼
は
行
動
主
義
に
反
対
し
な
が
ら
、
行

動
主
義
が
批
判
し
た
心
身
二
元
論
に
舞
い
戻
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と

は
ど
う
し
て
可
能
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
の
が
第
二
点
で
あ
る
。

た
だ
行
動
王
義
と
い
っ
て
も
多
義
的
な
の
で
、
そ
の
意
味
を
限
定
し
て

お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
行
動
主
義
と
い
う
の
は
、
①
方
法
論
的
行
動

主
義
、
②
形
而
上
学
的
行
動
主
義
、
③
論
理
的
行
動
主
義
の
三
つ
に
分
か

れ
る
で
あ
ろ
う

(Glock5
5
)

。

①
方
法
論
的
行
動
王
義
と
い
う
の
は
、
心
的
事
象
は
相
互
主
観
的
に
到

達
不
能
で
あ
る
と
い
う
仮
説
に
基
づ
く
科
学
方
法
論
で
あ
る
。
こ
の
方

法
論
に
従
え
ば
、
心
理
学
の
仕
事
は
心
的
事
象
を
、
直
接
的
に
で
は
な

く
、
行
動
を
介
し
て
間
接
的
に
探
究
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
タ
イ
プ

の
行
動
主
義
は
、
効
率
的
に
科
学
的
成
果
を
得
る
た
め
の
方
法
論
で
あ

っ
て
、
哲
学
的
な
見
解
で
は
な
い
。

②
形
而
上
学
的
行
動
主
義
と
い
う
の
は
、
心
的
事
象
が
存
在
す
る
こ
と

を
否
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
存
在
論
的
見
解
で
あ

る。

③
論
理
的
行
動
王
義
と
い
う
の
は
、
心
的
事
象
に
つ
い
て
の
言
明
は
行

動
傾
向
に
つ
い
て
の
言
明
に
還
元
で
き
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

小
論
で
は
、
考
察
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
形
而
上
学
的
行
動
主

義
の
関
係
に
絞
り
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
自
ら
の
思
想
を
練
り
上
げ
る

際
に
意
識
し
て
い
た
の
は
、
概
し
て
、
形
而
上
学
的
行
動
主
義
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
「
行
動
主
義
」
で
形
而

上
学
的
行
動
主
義
の
み
を
意
味
す
る
こ
と
に
す
る
。

中

谷
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内
的
と
外
的

行
動
王
義
は
、
人
間
に
生
じ
る
事
象
に
つ
い
て
、
外
的
な
も
の
の
実
在

は
認
め
る
が
、
内
的
な
も
の
の
実
在
を
認
め
な
い
。
そ
し
て
外
的
な
も
の

と
は
行
動
で
あ
り
、
内
的
な
も
の
と
は
心
的
事
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行

動
王
義
は
、
行
動
の
実
在
の
み
を
認
め
、
心
的
事
象
の
実
在
を
認
め
な
い
。

誰
が
こ
う
い
う
行
動
主
義
を
支
持
し
て
い
た
か
は
こ
こ
で
は
問
題
に
は
し

な
い
。
ま
た
小
論
に
は
そ
れ
を
論
じ
る
用
意
も
な
い
。
考
え
て
み
た
い
の

は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
う
い
う
行
動
主
義
を
意
識
し
て
い
た

と
仮
定
す
れ
ば
、
彼
の
言
説
が
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
行
動
主
義
に
同
意
し
な
い
。
し
か
し
そ
の

理
由
は
、
心
的
事
象
の
実
在
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
心

的
事
象
の
実
在
に
つ
い
て
は
、
彼
は
認
め
て
も
い
な
い
し
、
ま
た
否
定
し

(
l
)
 

て
も
い
な
い

(
P
U
3
0
8
)

。
彼
が
行
動
主
義
に
同
意
し
な
い
の
は
、
簡
単

に
言
え
ば
、
行
動
王
義
と
概
念
枠
組
み
を
共
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

行
動
王
義
の
概
念
枠
組
み
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
の
二
分
法
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
二
分
法
は
心
身
二
元
論
に
由
来
す
る
。
心
身
二
元
論
は
、
存

在
を
外
的
存
在
た
る
身
体
的
事
象
と
内
的
存
在
た
る
心
的
事
象
に
峻
別
し

て
い
た
。
そ
し
て
心
身
二
元
論
に
対
す
る
批
判
の
結
果
、
一
方
で
観
念
論

や
現
象
論
が
生
ま
れ
、
他
方
で
行
動
主
義
や
物
質
論
が
生
ま
れ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
立
場
は
い
ず
れ
も
、
「
内
的
ー
外
的
」
の
区
分
の
一
方
を

問
題
に
し
て
い
る
だ
け
で
、
二
分
法
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て
い
な
い
」

(
G
l
o
c
k
l
7
5
)

。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
内
的
ー
外
的
」
と
い
う
二
分

法
は
比
喩
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
痛
み
が
あ
る
こ
と
と
、
痛
み
な
し
に

痛
み
を
よ
そ
お
う
こ
と
の
間
に
、
「
内
的
な
区
別
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
と
き
の
「
内
的
」
は
、
比
喩
で
あ

っ
て
、
し
か
も
「
危
険
な
比
喩
」
で
あ
る

(
B
P
l
-
8
2
4
)
。
「
内
的
」
と
い

ヽ
姜
現
が
な
ぜ
「
危
険
」
な
の
か
。

「
内
的
ー
外
的
」
と
い
う
の
は
、
元
来
、
空
間
的
な
概
念
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
空
間
的
な
「
内
的
ー
外
的
」
が
人
間
に
生
じ
る
事
象
に
比
喩

的
に
使
用
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
内
的
ー
外
的
」
の

比
喩
的
な
使
用
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
が
「
危
険
」
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
と
他
人
の
間
に
は
「
障
壁
」
が
存
在
し
、
「
障

壁
」
を
隔
て
て
私
側
が
「
内
」
で
あ
り
、
他
人
側
が
「
外
」
で
あ
る
。
そ

し
て
、
個
々
人
は
自
分
自
身
の
心
に
対
し
て
は
特
権
的
に
到
達
で
き
る
が
、

他
人
の
心
に
対
し
て
は
到
達
で
き
な
い
、
と
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え

る
根
拠
は
な
い
。

た
し
か
に
、
私
は
私
の
考
え
を
隠
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
私
の

考
え
が
隠
さ
れ
う
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
私
の
特
権
的
な
内
的
世
界
の
存

在
が
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
も
し

私
が
話
し
て
、
そ
し
て
他
の
す
べ
て
の
者
が
聾
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
」
、

私
の
考
え
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

(
B
P
I
,
 
5
7
4
)

。
あ
る
い
は
、
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も
し
私
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
し
て
、
周
囲
の
者
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
理
解
し

(
2
)
 

な
け
れ
ば
、
私
の
考
え
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
乗
り
越
え
不
能
な
「
障
壁
」
に
よ
っ
て
私
の

内
的
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
私
が
私
の
考
え
に
つ
い
て
完
全
に
黙
し
て
語
ら
な
け
れ
ば

ど
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
事
情
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
つ
ま
り
、
も
し
私
の
考
え
が
ま
っ
た
く
表
明
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
乗
り
越
え
不
能
な
「
障
壁
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
事
態
は
固
⑮
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

固
私
は
、
私
の
考
え
を
表
明
す
る
こ
と
が
可
能
だ
け
れ
ど
も
、
あ
え

て
そ
れ
を
隠
し
て
い
る
。

⑮
私
は
、
私
の
考
え
を
表
明
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ

る。

因
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。
私
が
私
の
考
え
を
表
明
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
「
障
壁
」
を
乗
り
越
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、

他
人
は
私
の
考
え
に
到
達
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
表
明
さ
れ
る
前
の
考
え

は
、
表
明
さ
れ
た
考
え
以
上
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
私
が
あ
る
人
に
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
、

私
は
、
私
の
考
え
に
つ
い
て
、
私
の
言
葉
が
記
述
す
る
以
上
の
こ
と
を
知

っ
て
」
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
(
B
P
I
,
 
5
7
6
)

。
問
題
は
⑮
で
あ
る
。

⑥
の
場
合
、
私
は
、
「
単
に
そ
れ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
仕

方
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
見
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
と
い

う
仕
方
で
隠
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
て
い
る
(
B
P
2
,
 
5
8
6
)

。
こ
の
よ

う
な
隠
し
方
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
形
而
上
学
的
隠
匿
」
と
呼

ぶ
（
巴
id.)

。

「
形
而
上
学
的
隠
匿
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
内
的
」
世

界
は
当
人
に
と
っ
て
の
み
特
権
的
に
到
達
可
能
な
世
界
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
し
か
し
私
が
知
ら
ず
知
ら
ず
に
自
分
の
内
部
の
事
象
を
洩
ら
す
し

(
3
)
 

る
し
を
発
す
る
と
い
う
の
は
あ
り
う
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、

そ
の
と
き
私
は
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
私
の
内
部
の
事
象
を
も
ら
し
た
し
る

し
で
は
な
い
と
言
い
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
は
自
分
の

内
部
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
あ
り

え
な
い
こ
と
で
は
な
い
(ibid.)

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ぎ
り
、

内
的
世
界
は
も
は
や
当
人
に
と
っ
て
の
み
特
権
的
に
到
達
可
能
な
世
界
と

は
言
え
な
い
。

も
し
外
側
に
顕
れ
え
な
い
内
的
な
心
的
事
象
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
外
的
な
心
的
事
象
と
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
こ
と
は
説
明
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
告
白
に
よ

っ
て
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
B
P
2,
 
7
0
3
)

。
ど
う
し
て

説
明
で
き
な
い
の
か
。

か
り
に
告
白
に
よ
っ
て
「
ま
っ
た
く
内
的
な
も
の
百
1erstes
」
(
i
b
i
d
.
)

に
つ
い
て
語
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
告
白
が
内
的
事
象
の
独
自
性
を
説

129 



明
し
て
い
る
と
考
え
る
た
め
に
は
、
告
白
を
信
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
告
白
の
通
り
の
内
的
事
象
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
他
人

に
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
内

的
事
象
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
外
的
事
象
と
の
本
質
的
な
ち
が

い
が
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
告
白
は
、
言

語
の
誤
用
に
基
づ
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
思
い
込
み
に
基
づ
い

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
う
そ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
可
能
性
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
告
白
に
よ
る
「
説
明
」
に
は
、
正
し
い
も
の
も
誤

っ
た
も
の
も
な
い
。
当
人
が
正
し
い
「
説
明
」
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
が

正
し
い
説
明
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
説
明
」
は
も
は
や
説
明
と
は
言
え

(
4
)
 

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
告
白
に
よ
っ
て
「
形
而
上
学
的
隠
匿
」
を
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「
内
的
ー
外
的
」
と
い
う
比
喩
に
は
、
説
明
の
及
ば
な

ぃ
「
形
而
上
学
的
隠
匿
」
に
陥
る
危
険
が
と
も
な
う
。
そ
れ
で
も
、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
内
的
な
も
の
に
つ
い
て
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
と

示
唆
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
他
人
を
信
頼
し
て
い
な
い
と
き
に
、
「
私
は

彼
の
う
ち
に
生
じ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
言
い
た
く
な
る

(
B
P
2,
 

S
器
）
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
「
ふ
る
ま
い
（
窓
nehmen)
が
予
測
不
可
能
」

だ
か
ら
で
あ
る

(
B
P
2

,g芝
Lt)
。
ふ
る
ま
い
が
予
測
不
可
能
だ
と
、
な
ぜ

内
的
世
界
に
つ
い
て
語
り
た
く
な
る
の
か
。
人
間
で
は
な
く
、
機
械
を
考

え
て
み
れ
ば
よ
い
。
あ
る
機
械
が
予
測
で
き
な
い
動
き
を
す
る
と
仮
定
し

〈
痛
み
ふ
る
ま
い

て
み
る
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
機
械
の
内
部
に
つ
い
て
語
り
た
く
な
る

の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
の
機
械
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
完
全
に
知
っ
て
し

ま
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
内
的
世
界
に
つ
い
て
語
る
必
要
は
な
く
な
る

(
B
P
2
 ,
 
6
6
5
)

。
他
方
、
人
間
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
想
定
さ
れ
て
い
る
」

(
B
P
2,
 
6
6
6
)

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
は
内
的
世

界
に
つ
い
て
語
ら
ざ
る
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
に
と
っ
て
は
、
内
的
世

界
は
、
実
在
で
は
な
く
、
「
文
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

(
P
U
3
0
7
)

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
内
的
世
界
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で

語
り
方
の
便
宜
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
存
在
論
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
内
的
ー
外
的
」
の
区
分
を
全
面
的
に

拒
む
わ
け
で
は
な
い
が
、
行
動
主
義
が
依
拠
す
る
概
念
枠
組
み
と
し
て
の

(
5
)
 

「
内
的
ー
外
的
」
は
斥
け
る
。

以
上
が
行
動
主
義
に
対
す
る
内
在
的
批
判
と
呼
べ
る
な
ら
、
こ
れ
と
は

別
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
外
在
的
批
判
も
読

み
取
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
概
念
枠
組
み
の
問
題
は
措
い
て
も
、
彼
は
、
行

動
王
義
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ

る
。
彼
は
言
う
。

「
「
し
か
し
、

だ
っ
て
？

そ
れ
で
も
、
痛
み
を
伴
っ
た

約
百
erzbenehmen〉
と
痛
み
を
伴
わ
な
い
〈
痛
み
ふ
る
ま
い
〉
の
あ

い
だ
に
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
を
君
は
認
め
る
だ
ろ
う
。
』
認
め
る

そ
れ
以
上
の
ち
が
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」

(
P
U
3
0
4
)
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い
か
な
る
形
の
行
動
主
義
で
あ
れ
、
そ
れ
が
行
動
主
義
で
あ
る
か
ぎ
り
、

「
痛
み
を
伴
っ
た
〈
痛
み
ふ
る
ま
い
〉
と
痛
み
を
伴
わ
な
い
〈
痛
み
ふ
る

ま
い
〉
」
と
い
う
事
実
に
対
処
で
き
な
い
。
た
し
か
に
「
痛
み
を
伴
っ
た

〈
痛
み
ふ
る
ま
い
〉
」
と
「
痛
み
を
伴
わ
な
い
〈
痛
み
ふ
る
ま
い
〉
」
が

ふ
る
ま
い
方
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
は
、
行
動

主
義
で
も
両
者
を
区
別
で
き
る
。
し
か
し
、
両
者
が
そ
の
ふ
る
ま
い
方
に

お
い
て
ま
っ
た
く
異
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
実
生
活
に

お
け
る
「
痛
み
を
伴
っ
た
〈
痛
み
ふ
る
ま
い
〉
」
と
芝
居
に
お
け
る
「
痛

み
を
伴
わ
な
い
〈
痛
み
ふ
る
ま
い
〉
」
が
ふ
る
ま
い
方
に
お
い
て
ま
っ
た

く
異
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
行
動
主
義
で
は
区

別
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
行
動
主
義
に

与
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
は
心
身
二
元
論
に

も
戻
ら
な
い
（
そ
の
理
由
は
第
四
節
で
簡
単
に
触
れ
る
）
。
な
ら
ば
、
彼

は
い
か
な
る
道
を
歩
む
の
か
。
そ
れ
が
次
節
以
降
の
課
題
で
あ
る
。

指
示
対
象

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
、
心
的
用
語
は
何
を
指
示
す
る
の
か
。

心
的
用
語
が
単
に
行
動
を
指
ホ
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
行
動
主
義
者
に

な
る
。
心
的
用
語
が
行
動
の
背
後
に
あ
る
心
的
事
象
を
指
示
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
彼
は
心
身
二
元
論
に
逆
戻
り
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
心
的
用
語
は

何
も
指
示
し
な
い
。
「
『
喜
び
」
は
ま
っ
た
く
何
も
指
示
し
（
宮
zeichnet)

な
い
。
内
的
な
も
の
も
、
外
的
な
も
の
も
」
指
示
し
な
い

K
8テ
e
115)
。
彼
の
立
場
は
、
存
在
論
的
に
心
的
事
象
に
関
与
し
な
い
た

ぐ
い
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
N
 L
 4
8
7
,
 

(
6
)
 

「
痛
み
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
こ
と
は
言
え
る
。
痛
み
は
指
示
可
能
だ

と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
指
示
で
き
る
の
は
、
痛
み
の
場
所
で

あ
っ
て
、
痛
み
で
は
な
い
。
「
痛
み
」
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
成
立
過
程
を
考

慮
し
て
み
る
な
ら
、
「
痛
み
」
が
何
を
指
示
す
る
か
と
い
う
問
題
す
ら
成

り
立
た
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
子
供
が
け
が
を
し
、
泣
く
。
そ

し
て
大
人
が
子
供
に
最
初
は
叫
び
を
、
の
ち
に
文
を
教
え
る
と
し
よ
う
。

「
だ
か
ら
、
『
痛
み
』
と
い
う
語
は
元
来
泣
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

と
君
は
言
う
の
か
。
」

I

反
対
で
あ
る
。
痛
み
の
語
表
現
は
泣
く
こ

と
の
代
わ
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
泣
く
こ
と
を
記
述
し
て
い
る

(
7
)
 

つ
ま
り
、
「
私
は
痛
み
を
有
す
る

Ich
babe Sc百
1erzen」
は
、
泣
く
こ
と

の
代
わ
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
泣
く
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
泣
く
こ
と
の
代
用
物
で
あ
る
か
ぎ
り
、
お
よ
そ
何
も

記
述
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
の
「
痛
み
」

は
、
行
動
を
指
示
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
内
的
対
象
を
指
示
す
る
こ
と

も
な
い
。
た
だ
、
こ
の
説
明
は
一
人
称
に
つ
い
て
し
か
言
え
な
い
。
「
私

は
痛
み
を
有
す
る
」
は
、
一
人
称
言
明
で
あ
る
ゆ
え
に
、
叫
び
と
か
呻
き

の
で
は
な
い
。

(PU244)
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原
初
的
な
〈
痛
み
ふ
る
ま
い
〉
は
〈
感
覚
ふ
る
ま
い
〉
で
あ
る
。
そ
れ

の
代
用
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
痛
み
」
は
何
も
指
示

し
な
い
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
泣
く
こ
と
や
呻
く
こ
と
の
代
わ
り
を
す

る
言
明
を
表
白
（
笞
.Berung)

と
呼
ぶ

(
B
P
9,
 
6
3
,
 
1
7
7
)

。
つ
ま
り
、
一

人
称
の
心
理
言
明
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
は
表
白
と
称
さ
れ
る
。
し
か

し
、
一
人
称
心
埋
百
明
は
表
白
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
人
称
心
理
言
明
は
、
表
白
の
み
な
ら
ず
、
記
述
に
も
報
告
に
も
な
り
う

る
。
た
し
か
に
、
「
私
は
恐
ろ
し
い
」
の
よ
う
な
「
叫
び
は
記
述
で
は
な

い」

(
P
U
9
-
1
8
9
,
9
 ,
 18
7
/
9
)

。
し
か
し
、
「
移
行
と
い
う
も
の
が
あ
り
」
、

「
『
私
は
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
叫
び
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、

叫
び
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」

(ibid.)
。
ま
た
、

「
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
叫
び
で
も
あ
り
う
る
し
、
何

か
他
の
も
の
で
も
あ
り
う
る
」

(ibid.,
Glock 5
2
)

。
要
す
る
に
、
一
人
称

心
埋
言
明
は
、
記
述
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

一
人
称
心
理
言
明
は
、
表
白
で
あ
り
、
叫
び
の
代
わ
り
を
す
る
と
い
う

の
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
記
述
に
も
な

る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
話
を
一
人
称
に
限
っ
て
も
、
表
白
の

「
痛
い
」
と
記
述
の
「
痛
い
」
は
意
味
が
ち
が
っ
て
こ
な
い
か
。
そ
し
て

「
痛
み
」
と
い
う
語
は
、
記
述
的
に
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
感
覚
を
指

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
彼
は
言
う
。

は
言
語
表
現
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
「
『
痛
み
」
と
い
う
語
は
感
覚
を

表
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
お
お
よ
そ
、
「
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
』

は
感
覚
表
白
で
あ
る
」
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
(
B
P
l
,
 
3
1
3
)
 

「
「
痛
み
』
と
い
う
語
は
感
覚
を
表
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
記
述
的

用
法
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の
趣
旨
は
、
「
『
私
は
痛
み

を
有
す
る
』
は
感
覚
表
白
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
は
記
述
の
場
合
も
維
持

さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
解
釈
で
き
る
な
ら
、

表
白
と
記
述
の
ち
が
い
は
、
次
の
よ
う
な
等
式
で
対
照
で
き
る
よ
う
に
思

え
る
（
缶
cker408)
。

[
表
白
]
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」

11

「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」

[
記
述
]
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」

11

「
私
は
『
私
は
痛
み
を
有
す
る
』

と
声
を
発
す
る
よ
う
な
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
」

こ
の
等
式
を
説
明
す
る
に
は
一
対
の
概
念
が
便
利
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
に
は
表
層
文
法

(Oberflachengramrnatik)

と
深
層
文
法

(Tiefengrammatik)

と
い
う
一
対
の
概
念
が
あ
る
。
語
の
表
層
文
法
と

い
う
の
は
、
「
文
形
成
に
お
け
る
そ
の
語
の
用
法
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
語
の
用
法
の
う
ち
で
、
「
耳
で
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
部
分
」
で
あ

る
(
P
U

664)
。
深
層
文
法
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
表
層
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文
法
の
性
格
か
ら
推
し
て
、
そ
の
語
の
用
法
の
う
ち
で
耳
で
聞
い
た
だ
け

で
は
簡
単
に
把
握
で
き
な
い
部
分
が
深
層
文
法
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

両
概
念
を
使
っ
て
言
え
ば
、
表
白
と
し
て
の
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」

と
記
述
と
し
て
の
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
は
、
表
層
文
法
は
類
似
し
て

い
る
が
、
深
層
文
法
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
右
の
等
式

で
言
え
ば
、
上
の
辺
が
表
層
文
法
で
あ
り
、
下
の
辺
が
深
層
文
法
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
等
式
を
認
め
れ
ば
、
表
白
の
「
痛
み
」
と
記
述
の
「
痛
み
」

の
意
味
の
異
同
を
考
え
な
く
て
済
む
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
深
層

文
法
の
レ
ベ
ル
で
は
、
表
白
の
場
合
は
無
論
の
こ
と
、
記
述
の
場
合
も
、

「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
は
表
白
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
の
代
わ
り

に
、
表
白
ら
し
い
表
現
「
イ
タ
イ
イ
タ
イ
」
で
考
え
て
み
よ
う
。
そ
う
す

る
と
、
表
白
と
一
人
称
記
述
と
の
ち
が
い
は
左
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
表
白
と
し
て
は
使
用
さ
れ
な
い
三
人
称
言
明
「
彼
は
痛
み
を
有
す
る
」

も
、
一
人
称
記
述
と
同
型
の
も
の
と
し
て
処
理
で
き
る
。

[
表
白
]
「
イ
タ
イ
イ
タ
イ
」

[
―
人
称
記
述
]
「
私
は
イ
タ
イ
イ
タ
イ
で
す
」

＝
―
-
人
称
記
述
]
「
彼
は
イ
タ
イ
イ
タ
イ
で
す
」

と
こ
ろ
で
、
先
の
等
式
を
こ
こ
に
適
用
す
れ
ば
、
記
述
の
「
彼
（
あ
る

い
は
私
）
は
イ
タ
イ
イ
タ
イ
で
す
」
の
意
味
は
、
「
彼
（
あ
る
い
は
私
）

は
イ
タ
イ
イ
タ
イ
と
表
白
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、
「
イ
タ
イ
イ
タ
イ
と
表
白
す
る
状
況
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
と
り
わ
け
、
「
状
況
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「
歯
ガ
イ
タ
イ
」

と
い
う
表
白
を
例
に
、
そ
の
こ
と
を
見
て
お
き
た
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
に
従
え
ば
、
表
白
と
い
う
の
は
あ
る
種
の
呻
き
の
代
わ
り
で
あ
る
。

た
だ
、
呻
き
と
い
う
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
歯

が
痛
く
て
呻
く
際
に
は
、
頬
を
押
さ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
頬
を

押
さ
え
る
に
し
て
も
、
食
事
が
目
の
前
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
き
に
頬
を

押
さ
え
て
食
べ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
玩
具
を
前
に
頬
を
押
さ
え
て

遊
ば
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
た
ぐ
い
の
諸
例
が
、
歯
が
痛
く
て
呻

く
と
き
の
「
状
況
」
で
あ
る
。

そ
の
呻
き
の
代
わ
り
を
す
る
の
が
、
「
歯
ガ
イ
タ
イ
」
と
い
う
表
白
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
呻
く
と
き
の
状
況
は
、
「
歯
ガ
イ
タ
イ
」
と
い
う
表

白
が
な
さ
れ
る
と
き
の
状
況
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
「
歯
ガ
イ
タ
イ
」
と

表
白
さ
れ
る
状
況
に
は
、
頬
を
押
さ
え
る
よ
う
な
ふ
る
ま
い
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
ふ
る
ま
い
に
伴
う
諸
条
件
、
さ
ら
に
は
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
も
含
ま

れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
歯
ガ
イ
タ
イ
」
と
表
白
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
種
の

状
況
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
表
白
と
記
述
と
の
関
係
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、

「
痛
み
」
と
い
う
語
が
何
か
を
指
示
す
る
と
考
え
る
必
要
が
な
く
な
る
の

で
は
な
い
か
。
も
う
少
し
具
体
的
に
、
「
彼
は
歯
に
痛
み
を
有
す
る
」
と

記
述
さ
れ
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
自
分
で
「
歯
ガ
イ
タ
イ
」
と
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四 表
白
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
表
白
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
は
「
歯
ガ
イ
タ
イ
」
と
表
白
す
る
よ
う
な

状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
団
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
事
態
が
成

り
立
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
事
態
は
④
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
し
か
も
記
述
団
に
は
記
述
④
以
上
の
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。

団
「
彼
は
歯
に
痛
み
を
有
す
る
」

④
「
彼
は
歯
ガ
イ
タ
イ
と
表
白
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
」

も
し
記
述
団
が
記
述
①
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
彼
は
歯
に
痛

み
を
有
す
る
」
の
「
痛
み
」
は
心
的
事
象
を
指
示
す
る
必
要
も
な
い
し
、

行
動
を
指
ホ
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
は
そ
の
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
「
実
在
的
精
神
」
の

(
8
)
 

ゆ
え
で
あ
る
。

実
在
的
精
神

痛
み
の
と
も
な
う
〈
痛
み
ふ
る
ま
い
〉
と
痛
み
を
と
も
な
わ
な
い
〈
痛

み
ふ
る
ま
い
〉
の
ち
が
い
を
、
心
身
二
元
論
者
も
、
そ
し
て
行
動
主
義
者

も
、
「
痛
み
」
と
い
う
語
の
指
示
対
象
の
有
無
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と

す
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
心
的
事
象
が
真
正
か
否
か
を
心
的
用
語
の
指
示

対
象
の
有
無
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
心
的
事
象
が
真
正
で
あ
る

こ
と
を
示
す
指
ホ
対
象
と
は
、
心
身
二
元
論
者
に
と
っ
て
は
、
（
形
而
上
学

的
に
）
内
的
世
界
に
隠
匿
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
行
動
主
義
に
と
っ

て
は
、
ふ
る
ま
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
心
身
二
元
論
に
も
行
動
主
義
に
も

与
し
な
い
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
心
的
事
象
が
真
正
か
否
か
と
い

う
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
私
は
、
彼
が
何
ら
か
の
（
真

正
の
）
心
的
事
象
を
有
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
「
意

見
」
と
か
「
説
」
を
表
す
言
明
で
は
な
く
、
私
が
彼
の
「
魂
に
対
す
る
」

何
ら
か
の
「
態
度
」
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
言

明
で
あ
る

(
P
U
4
-
1
7
8
,
4
2
0
)

。
心
身
二
元
論
や
行
動
王
義
が
斥
け
ら
れ
て

も
、
そ
れ
ら
に
代
わ
る
「
説
」
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
必
要
と
さ
れ
る
の

は
、
「
説
」
と
か
「
意
見
」
で
は
な
く
、
「
態
度
」
で
あ
る
。
こ
の
「
態
度
」

と
い
う
の
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
「
実
在
論
的
精
神

rg!is
号
spirit
」
と

呼
ぶ
も
の
で
あ
る

(
D臣
nond44)
。

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
話
は
『
数
学
の
哲
学
』
に
由
来
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
は
『
数
学
の
哲
学
』
で
、
「
哲
学
に
お
い
て
経
験
論
で
は
な

く
て
し
か
も
実
在
論
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
最
も
困
難
な
こ
と
だ
」
と

言
っ
て
い
る

(
G
M
6
-
2
3
)
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

F
.
P
・
ラ
ム
ゼ
イ
に
向

け
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ム
ゼ
イ
は
、
経
験
論
を
採
ら
ず
に
実
在
論
で
あ
ろ
う

と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
成
功
し
て
い
な
い
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
数
学
に
つ
い
て
の
も
の
で
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あ
る
が
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
、
こ
れ
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
般

的
な
哲
学
的
見
解
と
み
る

(
D臣
n
o
n
d
3
9
)

。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、

「
哲
学
に
お
い
て
経
験
論
で
は
な
く
て
し
か
も
実
在
論
で
あ
る
こ
と
」
が

「
き
わ
め
て
困
難
」
な
の
は
、
替
臣
s
y
に
惑
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
お
）
。

そ
し
て
f

目
苔
s
y
に
惑
わ
さ
れ
る
の
は
、
形
而
上
学
的
な
要
求
が
あ
る
か

ら
で
あ
る

(
2
0
)

。
昔
苔
s
y
と
い
う
の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自

身
の
言
葉
で
は
、
「
空
回
り
す
る
歯
車
」
（
ロ
"fv
4
2
9
,
 
P
U
 271)
に
相
当
す

る
（
ち
）
。

そ
も
そ
も
「
探
究
』
は
『
論
考
』
の
形
而
上
学
的
要
求
を
克
服
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る

(
2
0
)

。
そ
し
て
右
の
引
用
文
は
、
『
数
学
の
基
礎
』

の
う
ち
で
も
『
探
究
』
と
同
時
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

引
用
文
中
の
「
実
在
論
」
は
形
而
上
学
的
な
も
の
で
な
い
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
こ
の
「
実
在
論
」
を
「
実
在
的

精
神
」
と
呼
ぶ
。

「
実
在
的
精
神
」
は
、
バ
ー
ク
リ
の
『
ハ
イ
ラ
ス
と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
三

つ
の
対
話
』
に
、
分
か
り
や
す
い
形
で
見
ら
れ
る

(
4
7
)

。
こ
の
対
話
で
、

物
質
論
者
ハ
イ
ラ
ス
は
、
実
在
物
と
C
百
neras
を
区
別
す
る
た
め
に
は
、

知
覚
さ
れ
る
こ
と
と
は
独
立
な
物
質
が
存
在
す
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
に
よ
っ
て
産
み

だ
さ
れ
て
い
る
の
が
実
在
物
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
の
が
C
巨
neras
で

あ
る
と
い
う
具
合
に
区
別
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
非
物
質
論
者

フ
ィ
ロ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

あ
な
た
が
あ
な
た
自
身
の
考
え
に
基
づ
い
て
ど
ん
な
方
法
に
よ
っ
て
事

物
と

C
巨
neras
を
区
別
し
よ
う
と
も
、
明
白
な
の
は
、
私
の
考
え
に

基
づ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
と

い
う
の
も
、
私
の
思
う
と
こ
ろ
、
そ
の
区
別
は
何
ら
か
の
知
覚
さ
れ
た

相
違
に
基
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
し
て
私
は
、
あ
な
た
が
知

覚
し
て
い
る
も
の
を
一
っ
た
り
と
も
あ
な
た
か
ら
奪
っ
て
い
な
い
か
ら

で
す
。
（
窓
rkeley235)

つ
ま
り
、
実
在
物
（
事
物
）
と
C
巨
neras
を
区
別
す
る
に
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
知
覚
上
の
相
違
に
依
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

実
在
物
と
C
巨
n
gas
の
区
別
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
物
質
が
あ

っ
て
も
な
く
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
物
質
の
よ
う
に
、
あ
っ
て

も
な
く
て
も
同
じ
も
の
が
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
言
う
fantasy
で
あ
る
。

そ
し
て
、
替
臣
s
y
に
惑
わ
さ
れ
な
い
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
姿
勢
が
「
実
在
的
精

神
」
で
あ
る
。

哲
学
に
お
い
て
経
験
論
を
採
ら
ず
に
実
在
的
精
神
を
保
つ
こ
と
が
き
わ

め
て
困
難
だ
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
心
身
問
題
に
お
い
て
行
動
主
義
を

採
ら
ず
に
実
在
的
精
神
を
保
つ
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
動
主
義
と
は
一
種
の
経
験
論
（
の
徹
底
）
で
あ
り
、

行
動
王
義
を
採
ら
な
け
れ
ば
、
心
身
二
元
論
に
舞
い
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い

よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
心
身
二
元
論
は
実
在
的
精
神
で
は
な
い
。
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な
ぜ
な
ら
、
心
身
二
元
論
は
「
私
的
対
象
」
と
い
う
百
臣
s
y
に
惑
わ
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

心
身
二
元
論
が
行
動
王
義
と
ち
が
う
の
は
、
形
而
上
学
的
に
隠
匿
さ
れ

た
も
の
の
存
在
を
認
め
る
点
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
、
他
人
に
到
達
不
能

と
い
う
意
味
で
、
「
私
的
対
象
」
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(
P
U
2
 ,
 
2
0
7
)
。
し
か
し
私
的
対
象
と
い
う
の
は
、
そ
の
存
在
を
仮
定
し
て

も
、
何
の
機
能
も
果
た
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
的
対
象
は
臣
臣
s
y
に

す
ぎ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
行
動
主
義
か
ら
心
身
二
元
論
に
戻
っ
て
も
事

情
は
変
わ
ら
な
い
。
行
動
主
義
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
事
柄
は
、

心
身
二
元
論
と
い
う
形
而
上
学
に
よ
っ
て
は
満
た
さ
れ
な
い
。
心
的
事
象

を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
も
と
め
ら
れ
る
の
は
、
誤
っ
た

「
説
」
に
代
わ
る
正
し
い
「
説
」
で
は
な
く
、
「
態
度
」
と
い
う
実
在
的
精

神
で
あ
る
。

例
え
ば
、
眼
前
の
喜
び
は
真
正
か
否
か
の
よ
う
な
問
い
は
、
「
喜
び
」

の
指
示
対
象
の
有
無
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
に
対
す
る
私
た
ち
の
「
態
度
」
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
眼
前
の
喜
び
が
真
正
か
否
か
は
、
そ
れ
に
対
す
る
私
た
ち
の
「
態
度
」

の
ち
が
い
に
示
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
、
あ
る
と
き
は
、
眼
前
の
喜
び
が
真

正
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
あ
る
と
き
は
、
そ
の
喜
び
が
い
つ
わ

り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
そ
の
喜
び
が
真
正
で
あ
る
か
否
か
と

い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
が
い
ず
れ
の
仕
方
で
ふ
る
ま
う
か
否
か
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
で
は
な
い
。

あ
る
い
は
、
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
と
私
が
A
に
言
っ
て
、
「
そ
ん
な

(
9
)
 

に
ひ
ど
く
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
A
が
答
え
た
と
す
る

(
P
U

310)
。

そ
の
と
き
、

A
は
、
私
の
「
痛
み
表
現
」
が
誠
実
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と

信
じ
て
い
る
こ
と
を
「
態
度
」
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

A
は、

私
の
言
動
が
ふ
る
ま
い
に
す
ぎ
な
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(
P
U
 304)
。
自
然
音
声
と
身
振
り
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
A
の
答
え
「
そ
ん

な
に
ひ
ど
く
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
は
、
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
と
A

が
信
じ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
態
度
が
信
念
を
証
明
す
る
。
態

度
の
ち
が
い
が
信
念
の
ち
が
い
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
信
念
に
つ
い

て
行
動
主
義
を
奉
じ
て
い
る
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

信
念
は
心
的
事
象
で
は
な
い

(
B
P
I
'
7
1
5
/
6
,
G
l
o
c
k
 62/3)
。
も
し
信
念
が

心
的
事
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
次
の
言
明
団
は
使
用
可
能
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
雨
が
降
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
と
私
が
特
定

の
心
的
事
象
を
も
た
な
い
と
い
う
事
実
が
両
立
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る。

団
「
雨
が
降
っ
て
い
る
が
、
私
は
雨
が
降
っ
て
い
る
と
は
信
じ
て
い

な
い
。
」

(
L
T
1
1
7
)

し
か
し
言
明
団
は
自
己
撞
着
を
起
こ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
明
団

は
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
明
団
が
使
用
で
き
な
い
の
は
、
信
念
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前
提
1

前
提
2

結
論

が
心
的
事
象
で
は
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
信
念
に
つ
い

て
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
行
動
主
義
者
だ
と
い
う
非
難
は
当
た
ら

な
い
。と

も
か
く
、
心
的
言
明
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
に
つ
い
て
、

A
が
そ

の
通
り
だ
と
信
じ
る
か
否
か
は
、
態
度
に
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際

に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
先
に
述
べ
た
「
状
況
」
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
私
が
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
と
言
明
し
た
と
し
て
、

A
が
、
私

を
介
抱
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
、
私
の
こ
と
を
心
配
す
る

よ
う
な
態
度
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
、
私
に
対
し
て
疑
わ
し
げ
な
態
度
を

と
る
か
は
、
そ
の
言
明
が
使
用
さ
れ
る
状
況
に
大
き
く
依
存
す
る
。

行
動
言
明
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
『
探
究
』
に
次
の
よ
う
な
例
が
挙

が
っ
て
い
る
。
「
彼
の
具
合
は
ど
う
か
ね
」
と
医
者
が
尋
ね
た
の
に
対
し

て
、
「
彼
は
呻
い
て
い
ま
す
」
と
看
護
婦
は
答
え
る
。
そ
の
と
き
、
両
者

は
、
「
私
た
ち
は
更
に
彼
に
痛
み
止
め
の
薬
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
結
論
づ
け
る

(
P
U
5ー
1
7
9
)
。
し
か
も
両
者
は
「
媒
概
念
を
表
明
す
る
こ

と
な
し
に
」
た
だ
ち
に
そ
う
結
論
づ
け
る
（
巴
id.)

。

「
彼
は
呻
い
て
い
ま
す
」

（
媒
概
念
）

「
私
た
ち
は
更
に
彼
に
痛
み
止
め
の
薬
を
与
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
」

五

結

語

こ
の
状
況
で
は
、
「
彼
は
呻
い
て
い
ま
す
」
と
い
う
行
動
言
明
に
つ
い
て
、

呻
き
が
真
正
か
否
か
と
か
、
「
呻
き
」
が
何
を
表
し
て
い
る
か
と
か
は
検

討
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ふ
る
ま
い
の
記
述
か
ら
媒
概
念
を
経
ず
に
直
ち

に
結
論
が
導
か
れ
、
両
者
は
患
者
が
痛
み
を
有
す
る
こ
と
を
信
じ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
行
動
言
明
が
ど
の
よ
う
に
信
念
に
影
響
を
お
よ
ぽ
す
か
は
、

そ
の
行
動
言
明
が
な
さ
れ
る
状
況
に
依
存
す
る
。
と
り
わ
け
、
こ
こ
で
は
、

両
者
が
「
行
動
記
述
に
担
わ
せ
て
い
る
役
目
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る

(ibid.)

。
こ
う
し
た
「
状
況
」
は
見
逃
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
言

語
ゲ
ー
ム
に
は
「
暗
黙
の
前
提
」
が
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
)

。
同

じ
こ
と
は
、
行
動
一
―
―
口
明
の
み
な
ら
ず
、
「
彼
は
痛
み
を
有
す
る
」
の
よ
う

な
心
的
言
明
に
つ
い
て
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
内
的
ー
外
的
」
と
い
う
概
念
枠
組
み

を
行
動
王
義
と
共
有
し
な
い
。
ま
た
、
行
動
主
義
は
、
た
と
え
可
能
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
痛
み
を
伴
う
ふ
る
ま
い
と
痛
み
を
伴
わ
な
い
ふ
る
ま
い

の
ち
が
い
が
区
別
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

心
的
用
語
は
何
も
指
示
し
な
い
と
考
え
た
上
で
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
言
う

「
実
在
的
精
神
」
で
、
行
動
主
義
に
も
与
せ
ず
心
身
二
元
論
に
も
舞
い
戻

ら
な
い
道
を
探
っ
て
い
っ
た
。
た
し
か
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

自
ら
の
仕
事
は
哲
学
的
文
法

(
P
U
3
7
1
,

11 ,
 
2
2
2
)

だ
と
任
じ
て
い
た
の
か
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注(
1
)
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
『
探
究
』
第
一
部
は
節
番
号
、

同
第
二
部
は
節
番
号
と
頁
数
を
、
『
数
学
の
基
礎
』
は
何
部
の
何
節
か
を
、
『
心
理
学

の
哲
学
』
は
巻
数
と
節
番
号
を
、
『
断
片
』
は
節
番
号
を
、
『
最
終
手
稿
』
は
巻
数
と

節
番
号
（
第
一
巻
）
あ
る
い
は
頁
（
第
二
巻
）
を
、
他
は
頁
を
記
し
た
。
な
お
、
引

用
文
中
の
〈
〉
は
読
み
や
す
い
よ
う
に
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
略
号
に
つ

い
て
は
、
左
記
の
文
献
表
を
参
照
。

(
2
)
支
配
階
級
が
、
非
支
配
階
級
に
は
学
べ
な
い
言
語
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の

感
情
を
隠
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
し
(
L
S
2,
 379)
、
人
々
が
、
書
か
れ
た
計
画
書
を
隠

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
意
図
を
隠
す
こ
と
も
で
き
る
（
ぢ
1'949)
。

(3)
原
文
は
三
人
称
で
あ
る
が
、
議
論
の
統
一
の
た
め
に
一
人
称
に
変
え
た
(
B
召＇扮
6
)

。

(
4
)
規
則
に
従
う
こ
と
と
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
信
じ
る
こ
と
が
異
な
る
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
は
言
う

(
P
U
2
0
2
)

。
規
則
だ
け
で
な
く
、
説
明
に
つ
い
て
も
、
そ
の
こ

と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
説
明
で
あ
る
こ
と
と
説
明
で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
と

は
異
な
る
、
と
。

(5)
以
上
の
話
は
王
と
し
て
『
心
理
学
の
哲
学
」
に
基
づ
く
。
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
見
解
は
、
『
最
終
手
稿
』
に
至
る
と
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。
第
一
に
、
「
形

而
上
学
的
隠
匿
」
は
、
単
に
根
拠
を
欠
く
の
で
は
な
く
、
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
（
は
2
,
35)
。
第
二
に
、
内
的
世
界
が
形
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
、

示
唆
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
明
言
さ
れ
て
い
る
。
「
人
間
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
内
的

な
も
の
も
前
提
」
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と

(52,U)
。

(6)
小
論
で
は
、
感
覚
、
心
理
、
思
考
を
一
括
し
て
心
的
事
象
と
し
て
論
じ
た
。
三
者
は

必
ず
し
も
同
種
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
痛
み
は
、

他
の
感
覚
印
象
と
、
か
な
り
多
く
の
仕
方
で
類
似
し
て
お
り
、
か
な
り
多
く
の
仕
方

い
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
心
的
用
語
の
哲
学
的
文
法
に
つ
い
て
の
思
索
に

（
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
）
行
動
主
義
に
対
す
る
意
識
が
大

際
し
て
、

で
異
な
っ
て
い
る
」

(BPI
,
 
8
9
6
)

。
小
論
の
話
は
三
者
の
相
違
と
い
う
問
題
に
抵
触
し

な
い
範
囲
に
限
定
し
た
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

(7)
「
私
は
痛
み
を
有
す
る
」
と
い
う
表
現
は
日
本
語
と
し
て
は
た
し
か
に
不
自
然
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
あ
え
て
直
訳
し
た
の
は
、
そ
の
方
が
、
「
痛
み

Schmerzen」
が
何
を

指
ホ
す
る
か
と
い
う
問
題
が
扱
い
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(8)
反
実
在
論
的
意
味
論
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
他
我
に
つ
い
て
の
懐
疑
論
と
闘
う
た
め

に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
規
準
吝
iterit目
」
概
念
を
導
入
し
た
と
言
わ
れ

る
が

(Glock
95)
、
彼
の
規
準
概
念
は
、
統
一
的
に
把
握
す
る
の
が
容
易
で
な
く
、
小

論
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
表
白
が
な
さ
れ
る
「
状
況
」
に
つ
い
て
論

じ
た
と
こ
ろ
で
「
規
準
」
の
ア
イ
デ
ア
を
多
少
取
り
入
れ
た
つ
も
り
で
あ
る

(
B
B

茎
埓
森6
9
)

。

(9)
こ
の
節
の
「
痛
み
表
現
の
背
後
に
存
す
る
何
か
を
信
じ
て
い
る
」

(
P
U
310)
と
い
う

表
現
は
、
け
っ
し
て
二
元
論
を
前
提
す
る
も
の
で
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
「
文
法
的

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(10)
文
脈
か
ら
推
し
て
、
医
者
と
看
護
婦
の
こ
こ
で
の
結
論
は
、
「
も
し
彼
が
呻
け
ば
、
私

た
ち
は
更
に
彼
に
痛
み
止
め
の
薬
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

(PUS,
 
179)
と
い

う
仮
言
命
題
で
は
な
く
、
「
私
た
ち
は
更
に
彼
に
痛
み
止
め
の
薬
を
与
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
命
題
に
な
ろ
う
。
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