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視
覚
に
関
す
る
外
在
主
義

前
田

高
弘

〈
要
旨
〉

本
稿

に
お

い
て
私
は

、
科
学
的
心

理
学
に
お
け
る

心
的
状

態

の
分
類

の
問
題
の

一
つ
と

し
て
、
視
覚
的
状
態

の
個
別
化

に
関

す
る
問
題
を
取

り
上
げ
、
外
在
主
義

者
が
そ
れ

に

対

し
て
取
る

べ
き
道

を
追
求
す
る

。
ま
ず

、
知
覚

一
般

に
関
す
る
外
在

主
義
と
信
念
な

ど
に
関
す
る
オ

ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
外

在
主
義
と

の
違

い
を
説
明
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
問
題

の
特
質

と
意
義

を
示
す

(2
節

)
。
次
に
、
視
覚
に
関
す
る
外
在
主
義

の
基
本
的

な

テ
ー
ゼ
を
、

そ
れ

に

つ
い
て
注
意

す
べ
き
三

つ
の
点

を
押
さ
え

る
こ
と
に
よ

っ
て
、

明
ら
か

に
す

る

(
3
節

)
。
そ
し
て
、
外

在
主
義

の
二
つ
の
可
能
な
形
態
、
即
ち
、
因
果

的
相

関
説
と
目
的
機
能

説
を
区
別
し

た
う

え

で
、
後
者

が
好
ま
し

い
わ

け
を
説
明
す

る

(4
節
)
。
私
が
推
奨

す
る
進
化

論
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
視
覚
に
関
す
る
外
在
主

義
は

、
眼
が
自
然
淘
汰

に
よ
る
進
化

の
産
物
で
あ
る
こ
と
の
自

然
な
帰
結

な
の
で
あ

る
。

〈
キ

ー
ワ

ー
ド
〉

視
覚

外
在
主
義

機
能

進
化

自
然
淘
汰
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ー

導
入

心
を
も

つ
生
命
体
な
ら
何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
あ
る
心
的
状
態
に
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
置
か
れ
た
環
境

に
本
質
的
に
依
存
す
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
.消
去
主

義
は
問
題
外
と
し
て
、
そ
の
心
的
状
態
を
分

類
す
る
説
明
の
枠
組
み
が
常
識
心
理
学
か
科
学
的
心
理
学
で
あ
る
か
に
よ

っ
て

分
裂
し
得
る
。
さ
ら
に
、
問
題
の
心
的
状
態
の
種
類
に
よ

っ
て
も
異
な
り
得
る
。

こ
こ
で
は
、
科
学
的
心
理
学
に
お
け
る
分
類
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
、

一
般
に

そ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
る
立
場
を
外
在
主
義

(反
個
体
主
義
)
と
呼
ぼ
う
。

こ
こ
で
私
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
視
覚
的
状
態
に
関
す
る
外
在
主
義
で
あ
る
。

特
に
、
外
在
主
義
者
が
視
覚
に
対
し
て
取
る
べ
き
道
を
追
求
し
た
い
と
思
う
。

2

知
覚
に
関
す
る
外
在
主
義
と

信
念
な
ど
に
関
す
る
そ
れ
と
の
違
い

外
在
主
義
は
、
概
念
的
な
命
題
内
容
を
伴
う
心
的
状
態

(信
念
な
ど
)
に
つ

い
て
は
割
合
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
(少
な
く
と
も
、

科
学
と
し
て
の
心
理
学
が
方
法
論
的
な
い
し
形
而
上
学
的
な
理
由
で
個
体
主
義

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(1
)

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
は
影
が
薄
く
な

っ
て
い
る
。
)
そ
れ
に

対
し
、
浦
み
の
よ
ヶ
な
感
覚
経
験
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
知
覚
経
験
の
よ
う
な

心
的
状
態
に
つ
い
て
も
同
様
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な

い
。
そ
の
こ
と
は
、
お
馴
染
み
の
双
子
地
球
の
例
で
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。

外
在
主
義
に
よ
れ
ば
、
水

(国
b。O
)
に

つ
い
て
の
私
の
信
念
は
、
双
子
地
球

に
お
け
る
私
の
対
応
者
が
も

つ

「
水
」

(図
網
N
)
に
つ
い
て
の
信
念
と
は
異
な

る
。
同
じ
こ
と
は
、
私
の
母
に
つ
い
て
の
信
念
と
私
の
対
応
者
の
母
に
つ
い
て

の
信
念
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
だ
が
、
同
様
の
論
法
は
知
覚
経
験
に
つ
い
て
は

成
り
立
た
な
い
。
即
ち
、
上
の
例
に
お
い
て
、
私
と
私
の
対
応
者
は
、
信
念
と

は
対
照
的
に
、
同
じ
知
覚
経
験
を
も

つ
と
言
え
る
も

っ
と
も
な
理
由
が
あ
る
。

例
え
ば
、
水
に
つ
い
て
の
知
覚
経
験
は
、
×
網
N
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
外
在
主
義
は
信
念
な
ど
に
つ
い
て
は
説
得
力
を

も
つ
と
し
て
も
、
同
様
に
知
覚
経
験
に
つ
い
て
も
説
得
力
を
も
つ
と
は
限
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
敷
延
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

問
題
の
特
質
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

信
念
と
知
覚
経
験
の
大
き
な
違
い
は
、
前
者
が
後
者
と
違

っ
て
本
質
的
に
関

連
す
る
概
念
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
水
に
つ
い
て
の
信
念
は
水
に
関
す
る

概
念
を
要
求
す
る
。
双
子
地
球
の
例
が
取
り
分
け
自
然
種
や
個
体
に
関
す
る
信

念
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
概
念
に
と

っ
て
、
関
連
す
る
対
象
が
我

々

の
感
覚
に
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
か
よ
り
も
、
我

々
と
は
独
立
に
そ
の
対
象

自
体
が
も
つ
科
学
的
特
性
や
時
空
的
連
続
性
な
ど
の
性
質
の
方
が
重
要
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
知
覚
経
験
は
関
連
す
る
概
念
を
要
求
し
な
い
。
も
ち

ぬ

ヘ

ヘ

へ

う
ん
、
水
を
水
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
は
概
念
を
要
求
す
る
。
だ
が
、
知
覚
経

ヘ

ヘ

へ

ゐ

験
は
概
念
所
有
者
の
独
占
物
で
は
な
い
。
幼
児
や
動
物
で
も
、
水
と
し
て
知
覚

す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
く
て
も
、
水
を
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
知
覚
系
の
固
有
の
対
象
は
厳
密
に
は
水
で
は
な
く
、
水
の
も

つ
性
質

(形
、
色
、
匂
い
な
ど
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
知
覚
系
は
モ
デ
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ユ
ー
ル
的
性
格
を
も
ち
、
概
念
を
司
る
中
央
系
に
対
し
て
あ
る
程
度
自
律
的
に

形
や
色
な
ど
の
特
定
の
種
類
の
情
報
の
み
を
自
動
的
か
つ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
処

理
す
る

(O
h・
聞
o山
oさ
H⑩
Q。G。
)
。
と
こ
ろ
で
、
形
や
色
に
関
す
る
概
念
は
、
自

然
種
の
概
念
な
ど
と
は
違

っ
て
、観
察
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
そ
の
概
念
の
適
用
が
特
定
の
知
覚
モ
デ

ュ
ー
ル
と
密
接
に
結
び
付
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
や
色
を
見
る
の
に
特
定
の
形
や
色

の
概
念
は
必
要
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
青
く
四
角

い
も
の
を
見
る
こ
と
と
、
そ

あ

う

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

あ

へ

れ
を
青
く
四
角
い
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。そ
れ
故
、

そ
の
意
味
で
、
知
覚
経
験
は
非
概
念
的
内
容
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

知
覚
は
概
念

(及
び
言
語
)
の
も

つ
外
在
性
の
影
響
を
そ
れ
ほ
ど

(少
な
く
と

も
信
念
ほ
ど
に
は
)
受
け
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
意
味
で
、
双
子
地
球

に
お
け
る
私
の
対
応
者
は
私
と
全
く
同
じ
知
覚
経
験
を
も
ち
得
る
。
形
や
色
な

ど
の
性
質
は
異
な
る

(タ
イ
プ
と
ト
ー
ク
ン
の
両
方
の
意
味
で
)
対
象
に
よ

っ

て
共
有
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
双
子
地
球
の
例
が
、
知

覚
経
験
が
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
念
内
容
が
異
な
り
得
る
こ
と
を
示

す
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

さ
ら
に
、
知
覚
経
験
が
現
象
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
事
実
が
外
在
主
義
を

一

見
困
難
に
し
て
い
る
。
信
念
状
態
が
そ
の
内
容
に
よ

っ
て
本
質
的
に
特
徴
付
け

ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
内
容
が
環
境

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、

そ
の
心
的
状
態
は
そ
の
主
体

の
内

的
状
態
の
み
に
よ

っ
て
は
決
定
さ
れ
な
い

(局
所
的
に
依
存
生
起
し
な
い
)
と
い
う
主
張
は
そ
れ
ほ
ど
受
け
入
れ
難
い
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
象
的
性
格
な
い
し
質
は
局
所
的
に
依
存
生

起
す
る
も
の
で
あ
る
と
多
く
の
哲
学
者
に
よ

っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
。そ
し
て
、

知
覚
経
験
が
そ
の
現
象
的
性
格
に
よ

っ
て
本
質
的
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
知
覚
経
験
に

つ
い
て
の
外
在
主
義
は
そ
れ
だ
け
受
け
入
れ
ら

れ
に
く
い
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
知
覚
に
関
す
る
外
在
主
義
を
追
求
す
る
意
義
な
ど
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
と
私
は
思
う
。
我
々
を
含
む
多
く
の
生
物
は
知
覚
系
を
介

し
て
世
界
と
や
り
と
り
す
る
。
だ
か
ら
知
覚
の
問
題
は
、
心
と
世
界
の
関
係
を

捉
え
る
試
み
に
お
い
て
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
も
し
信
念
に

関
す
る
外
在
主
義
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
知
覚
の
役
割
が
問
題
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
・信
念
状
態
が
環
境
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
自
然
主
義
的
な
観
点
を
取
る
限
り
、
究
極
的
に
は
志
向
的
主

体
と
環
境
と
の
間
の
因
果
的
な
相
互
作
用
に
よ

っ
て
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
だ
が
、
信
念
状
態
が
環
境
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
の
は
基
本
的
に
知
覚
系

を
介
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
即
ち
、
信
念
は
知
覚
内
容
と
い
う
入
力
を

必
要
と
す
る
。
だ
か
ら
、
も
し
知
覚
内
容
が
環
境
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の

で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
信
念
に
関
す
る
外
在
主
義
に
対
し
て
少
な
か

ら
ぬ
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
(例
え
ば
、
信
念
は
そ
の
外
在
性
を

ど
う
や

っ
て
獲
得
し
た
の
か
?
)
さ
ら
に
、
も
し
知
覚
経
験
が
何
ら
か
の
仕
方

で
外
在
主
義
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
知
覚
経
験
が
そ
れ
の

も
つ
内
容
を
も
つ
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
こ
と
に
な
る

(個
体
主
義
で
は
こ
の
疑
問
に
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
)
。
そ
れ
は
、

自
然
主
義
的
な
傾
き
を
も

つ
外
在
主
義
者
に
と

っ
て
あ
ま
り
居
心
地
の
い
い
も

の
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
心
に
対
す
る
外
在
主
義
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
に
魅

力
を
感
じ
る
者
に
と

っ
て
、
知
覚
に
関
す
る
外
在
主
義
を
追
求
す
る
意
義
は
十
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分

に
あ

る

と

い
え

る

。

圃

3

視
覚
内
容

と
ス
ー
パ

ト
ヴ

ィ
一一
エ
ン
ス

前
節
で
は
信
念
と
の
対
比
で
知
覚

一
般
の
特
性
を
論
じ
た
が
、
以
下
の
議
論

を
視
覚
に
限
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
ず
述
べ
て
お
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

知
覚
系
は
視
覚
を
含
む
複
数
の
感
覚
様
相
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
様
相

は
そ
の
固
有
の
性
質
な
い
し
機
能
を
も

つ
。
だ
か
ら
、
あ
る
感
覚
様
相
に
つ
い

て
外
在
主
義
が
当
て
は
ま
る
と
し

て
も
、
他
の
感
覚
様
相
に
も
同
様
に
当
て
は

ま
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
各
々
の
感
覚
様
相
に
つ
い
て
個
別
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特

に
視
覚
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
人
間

(及
び

そ
の
他
の
動
物
)
に
と

っ
て
世
界

の
情
報
を
得
る
た
め
の
感
覚
器
官
と
し
て
視

覚
が
取
り
分
け
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
知
覚
に
関
す
る

外
在
主
義
の
可
能
性
も
こ
の
器
官
に
関
し
て
そ
れ
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
に
大

き
く
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
節
で
は
、
視
覚
に
関
す
る
外
在
主
義
の
テ
ー
ゼ
を
確
認
し
、
そ
の
基
本

的
な
ポ
イ
ソ
ト
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
テ
!
ゼ
は
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ニ
エ

ン
ス

(依
存
生
起
)
の
概
念
を
使

っ
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
視
覚
内

容
は
そ
の
志
向
的
主
体
の
内
在
的
か
つ
非
志
向
的
に
同
定
さ
れ
る
物
理
的
状
態

に
依
存
生
起
し
な
い

(脳
な
ど
の
主
体
の
関
連
す
る
内
部
の
状
態
が
物
理
的
に

同

一
で
あ

っ
て
も
視
覚
内
容
は
異

な
り
得
る
)
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
「視
覚
」
を

「
心
的
」
で
置
き
換
え
れ
ば
心
に
関
す
る

一
般

的
な
外
在
主
義
の
そ
れ
に
な
り
、
ま
た
外
在
主
義
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
し
ば
し
ば
捉
え
ら
れ
る
が
、
注
意
す
べ
き
点
が
三
つ
あ
る
。
以
下
、
そ
の
三

つ
を
順
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

3
.
1
.
個
別
化
と
ス
ー
パ
ー
ヴ

ィ
一一.エ
ン
ス

心
理
学
の
哲
学
に
お
い
て
、
「
反
個
体
主
義
」
と
い
う
表
現
が

「外
在
主
義
」

の
代
わ
り
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
と
い
う
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
心
理
学
的

説
明
に
お
い
て
心
的
状
態
を
ど
の
よ
う
に
個
別
化
す
べ
き
か
が
そ
こ
で
は
問
題

に
な

っ
て
い
る
。
じd
霞
σq
Φ
(H
㊤
Q。
9
署

・ω
1
虧
)
に
よ
れ
ば
、
個
体
主
義
と
は
次

の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
間

(な
い
し
生
物
)
の
心
的
状
態

(出
来
事
)
の
心
的
本
性

は
、
そ
の
人
間
が
そ
の
心
的
状
態
に
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
人
間
の
置
か
れ

た
物
理
的

・
社
会
的
環
境
の
本
性
と
の
間
に
必
然
的
な
い
し
深
い
個
別
化

関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
。

つ
ま
り
厳
密
に
言
え
ば
、
個
体
主
義
は
ス
ー
パ
ー
ヴ

ィ
ニ
エ
ン
ス
に
関
す
る

テ
ー
ゼ
と
は
異
な
る
。
も
し
個
体
主
義
が
正
し
い
と
す
る
と
、
内
在
的
か

つ
非

志
向
的
に
同
定
さ
れ
る
物
理
的
状
態

へ
の
心
的
内
容
の
依
存
生
起
が
帰
結
す

る
。
だ
が
、
そ
の
逆
は
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
。
と
い
う

の
も
、
法
則
的

(ぎ
言
o
一〇管
o巴
)
な
事
実
と
し
て
、
そ
の
物
理
的
状
態
と
環
境
と
の
間
に
あ

る
種

の
個
別
化
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
後

に
論
じ
る
よ
う
に
私
は
そ
の
よ
う
な
法
則
的
事
実
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し

か
し
こ
こ
で
は
取
り
敢
え
ず
、
そ
の
厳
密
な
区
別
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
の

二
つ
の
テ
ー
ゼ
を
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

蹴



3
.
2
.

内
容

と
状

態

も

も

上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
外
在
主
義
は
心
的

(視
覚
的
)
状
態
の
個
別
化
に
関

す
る
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ニ
エ
ソ
ス
に
関
す
る
上
記

も

ヤ

の
テ
ー
ゼ
は
心
的

(視
覚
)
内
容
に
・つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
テ
ー

ゼ
は
、
心
的
状
態
が
そ
の
志
向
的
内
容
に
よ

っ
て
本
質
的
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る

こ
と
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
志
向
主
義
の
前
提
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
が
、
切
霞
αq
①
に
言
わ
せ
る
と
、
実
際
の
心
理
学
に
お
け
る
記
述
や
説
明

は
志
向
的
内
容
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
用
法
が
単
な
る
発
見
的
な
い
し
道
具
主

義
的
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
な
い

(一σ
一α
。
b
●Qo
)
。
そ
し
て
実
際
、
彼

へ

ぬ

は
そ
の
用
法
が
単
な
る
発
見
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
理
由
を
明
示

的
に
は
与
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
彼
の
反
対
者
の
多
く
も

同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
も
そ

の
志
向
主
義
の
前
提
に
則

っ
て
以
下
の
議
論

を
展
開
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
前
提
に
は
議
論
の
余
地
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
も
し
そ
の
前
提
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
外
在
主
義

と
個
体
主
義
の
間
の
論
争
も
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
そ
の
前
提
を
受
け

入
れ
る
理
由
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

しd
霞
αq
Φ
が
実
際
の
認
知
科
学
に
お
け
る
心
理
学
的
説
明
の
例
と
し
て
挙
げ
る

の
は
ζ
巽
「
の
視
覚
理
論
で
あ
り

、
そ
れ
が
非
個
体
主
義
的
で
あ
る
と
彼
が
論

じ
て
以
来
、
そ
の
解
釈
の
是
非
が

こ
の
領
域
に
お
け
る
議
論
の

一
つ
の
焦
点
に

な

っ
て
き
た
。
切
霞
αq
Φ
の
主
要
な
論
点
の

一
つ
は
、
心
理
学
が
個
体
主
義
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る

一
般
的
な
理
論
的
根
拠
は
な
く
、
心
理
学
が
ど
の
よ

う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
そ
れ
渉
実
際
に
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
を

観
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

論
点
そ
の
も
の
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
・ま
た
、
寓
簿
霙
の
理
論
が
視

覚
の
分
野
だ
け
で
な
く
方
法
論
的
に
も
現
在
の
認
知
科
学
に

一
定
の
影
響
力
を

も

っ
て
い
る
た
め
、
冨
㊤
疑
の
視
覚
理
論
が
個
体
主
義
的
か
否
か
が
重
要
な
問

題
に
な
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
だ
が
私
は
、
単
に
実
際
の
心
理
学
的
実
践
を

観
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
心
的
状
態
や
表
象
の
個
別
化
原
理
に
関
す
る
問
題

の
決
着
が
つ
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の

心
理
学
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
大
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
専
門
家
は
し
ば
し
ば

自
分
達
の
用
い
る
概
念
に
つ
い
て
哲
学
者
以
上
に
適
切
に
理
解
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
特
に
個
別
化
や
分
類
に
関
す
る
原
理
の
評
価
は
ど
の
分
野
で
あ
れ

多
分
に
哲
学
的
な
要
素

(何
が
最
良
の
説
明
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
等
)
を
含

ま
ざ
る
を
得
な
い
。
竃
o巨
の
視
覚
理
論
を
個
体
主
義
と
の
関
連
で
ど
う
解
釈

す
る
か
も
哲
学
的
な
問
題
で
あ
り
、
実
際
、
切
嘆
αq
Φ
の
解
釈
が
多
く
の
哲
学
者

(2
)

か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
私
の
懐
疑
を
根
拠
づ
け
る
だ
ろ
う
。
し

た
が

っ
て
、
事
実
問
題
と
し
て
竃
帥
冥
の
理
論
が
個
体
主
義
的
で
あ
る
か
と
い

う
問
題
は
本
質
的
で
な
い
と
私
は
考
え
る
。
寓
帥嵩
の
理
論
を
参
考
に
し
て
、

視
覚
理
論
に
お
け
る
心
的
状
態
の
分
類
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
問
う
こ
と
の

方
が
重
要
で
あ
る
。
ζ
9
袋
の
理
論
の
解
釈
を
巡
る
議
論
を
検
討
す
る
際
も
、

そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

切
霞
σq
Φ
や
そ
の
他
の
哲
学
者
ら
が
ζ
9霙
の
視
覚
理
論
を
志
向
主
義
的
と
見

な
す

一
つ
の
理
由
は
、
ζ
鋤
鞋
が
情
報
処
理
の
観
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る

↑
)

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
視
覚
的
状
態
が
そ
の
情
報
内
容
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
こ
と
に
お

い
て
、
そ
の
理
論
は
志
向
主
義
的
で
あ
る
。
だ
が
萄
●甲

閃
譽

(お
㊤
b。
)
は
、
冨
9
霞
の
理
論
が
志
向
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の

視覚に関する外在主義203



前
提
を
否
定
す
る
。
そ
の
論
拠
は

、
ζ
o
匿
が
計
算
主
義
に
コ
ミ
ヅ
ト
し
て
い

る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
国
αq
き

に
よ
れ
ば
、
ヌ
四霞
の
理
論
の
よ
う
に
、
心

的
過
程
を
記
号
の
形
式
的
な
特
性

に
基
づ
く
変
換
の
操
作
と
見
な
す
計
算
主
義

的
心
理
学
に
お
い
て
は
、
心
的
過
程
を
構
成
す
る
表
現
は
そ
の
構
文
論
的
特
性

に
よ

っ
て
個
別
化
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
表
現
の
記
号
と
し
て
の
形
式
的
同

一
性
は
特
定
の
意
味
論
的
解
釈
と
は
独
立
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
計

算
主
義
的
理
論
は
個
体
主
義
的
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
表
現
が
そ
の

内
容
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ

っ
て
個
別
化
さ
れ
る

わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
視
覚
的
状
態
は
そ
め
内
容
を
本
質

的
に
も

つ
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

(4
)

し
か
し
な
が
ら
、
ζ
簿鞋
は
説
明
の
生
態
学
的
レ
ベ
ル
を
重
視
し
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
非
個
体
主
義
的
な
解
釈
の
主
要
な
動
機
に
な

っ
て
い
る
。
実
際
、

そ
の
理
論
は
視
覚
系
が
網
膜
像
か
ら
外
界
の
情
報
を
い
か
に
取
り
出
し
て
い
る

の
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
視
覚
系
に
組
み
込
ま
れ
た
外
界
に
関
す
る

一

般
的
前
提

(例
え
ば

「
可
視
世
界
は
、
そ
の
空
間
的
構
造
が
複
雑
で
あ
り
得
る

反
射
率
関
数
を
も

っ
た
滑
ら
か
な
表
面
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
と
い

っ
た
)
を
想

定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
環
境
的
要
素
が
視
覚
系
の
特
徴
づ
け
に
お
い
て
本

質
的
な
役
割
を
も

つ
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
国
αq
9
口
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
視
覚
的

状
態
の
個
別
化
は
専
ら
計
算
主
義

の
原
理
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
環
鏡
的
要
素

の
役
割
は
個
別
化
と
は
切
り
離
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
生
態
学
的
レ
ベ
ル
は
志
向
的
レ
ベ
ル
と
も
呼
べ
る
が
、
国
αq
9昌
に
よ
れ
ば
、

そ
の
意
義
は
発
見
的
か
あ
る
い
は
純
粋
に
説
明
的
な
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

視
覚
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
に
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
情
報
処
理
課
題

を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ

が
適
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
環
境
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
り
理
論
が
適
切
な
制
約
を
受
け
る
。
環
境
や
進
化
論
的
観
点
か

ら
見
て
あ
り
そ
う
に
な
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
成
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
他
方
、
認
知
科
学
に
お
け
る
諸
問
題
は
志
向
的
術
語
を
用
い
て
問
わ
れ
る

の
が
普
通
で
あ
り
、
理
論
が
そ
の
問
い
に
適
切
に
答
え
得
る
た
め
に
は
、
志
向

的
術
語
に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
解
釈
に
よ

っ
て
理
論
自

体
が
理
解
し
や
す
く
な
る
。
内
容
が
役
割
を
演
ず
る
の
は
専
ら
そ
こ
に
お
い
て

で
あ
り
、
そ
れ
故
内
容
は
い
わ
ば
理
論
に
対
す
る
説
明
的
モ
デ
ル
の
関
係
に
あ

る
。
即
ち
そ
れ
自
体
は
理
論
の

一
部
で
は
な
い
。
内
容
の
役
割
を
こ
の
よ
う
に

捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
外
在
主
義
的
に
決
定
さ
れ
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
国
σq
穹

は
、
外
在
主
義
を
専
ら
内
容
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
と
見
な
し
、

状
態
に
関
す
る
個
体
主
義
は
そ
れ
と
両
立
す
る
と
主
張
す
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
私
は
竃
9霞
の
解
釈
そ
の
も
の
に
は
関
心
が
な
い
。
た

だ
、
計
算
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ

っ
て
視
覚
理
論
が
志
向
主
義
的
で

は
な
い
と
す
る
議
論
に
は
抵
抗
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
幸
い
既
に
、
国
・じd
賃
-

二
奠
(H⑩
㊤
①
)
が
国
ぴq
き

に
対
し
的
を
射
た
批
判
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
切
自
ー

へ

も

什δ
同
の
批
判
の
ポ
イ
ソ
ト
は
、
視
覚
理
論
は
視
覚
の
理
論
と
し
て
、
単
な
る
計

算
的
状
態
で
は
な
く
、
視
覚
の
様

々
な
側
面
に
関
わ

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
即
ち
、
記
号
的
状
態
は
内
容
と
は
独
立
の
同

一
性
条
件
を
も
つ
と
し

て
も
、
視
覚
的
状
態
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
視
覚
的
状
態
に
関

し
、
理
論
が
た
だ

一
つ
の
個
別
化
条
件
を
与
え
る
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
な
い

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
罎
簿冥
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
構
文
論
的
特
性
と
志
向
的
特

204



性
の
両
方
が
視
覚
的
状
態

の
個
別
化
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
計
算
的
過
程
は
視
覚
的
情
報

を
処
理
す
る
の
で
な
い
限
り
視
覚
的
過
程
と

は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
内
容
の
役
割
も
単
な
る
道
具
的
な

も
の
で
は
な
く
、
視
覚
系
が
ま
さ

に
そ
れ
の
お
か
げ
で
視
覚
系
で
あ
り
得
る
と

い
う
意
味
で
、
理
論
の

一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
理
論
が
答
え
よ

う
と
す
る
問
い
が
典
型
的
に
志
向
的
術
語
に
よ

っ
て
述
べ
ら
れ
る
の
も
偶
然
で

は
な
い
。
内
容
は
そ
れ
自
体
、
ま
さ
に
理
論
が
説
明
し
よ
う
と
す
る
現
象
の

}

部
だ
か
ら
で
あ
る
。

国
ぴq
磐

に
対
す
る
批
判
は
上
の
じd
暮
δ
同
の
議
論
に
よ

っ
て
十
分
尽
く
さ
れ
て

い
る
と
思
う
が
、
今

一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、

一
般
に
視
覚
理
論
の
目
的
を

特
定
の
タ
イ
プ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
記
述
に
限
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
専
ら
特
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
生
態

学
的
レ
ベ
ル
に
対
す
る
国
αq
曽ロ
の
評
価
は
あ
る
程
度
妥
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い

(そ
れ
で
視
覚
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
別
だ
が
)
。
だ
が
、
生
物

学
的
適
応
と
し
て
の
視
覚
に
関
心
を
も

つ
場
合
、
例
え
ば
、
様
々
な
タ
イ
プ

(可

能
な
も
の
も
含
む
)
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
同

一
の
あ
る
環
境
的
特
徴
に
対
す
る
適

応
と
し
て
眺
め
る
こ
と
に
よ
り
、
視
覚
の
本
質
が
よ
り
よ
く
見
え
る
こ
と
も
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
生
態
学
的
レ
ベ
ル
に
よ
る
分
類
は
科
学
的
な
意
義

(即

ち
自
然
種
と
し
て
の
)
を
十
分
に
も
ち
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
私
は
、
視

覚
に
関
す
る
外
在
主
義
は
進
化
論
的
観
点
か
ら
擁
護
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て

お
り
、
4
節
で
そ
れ
を
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

3
.
3

.

主

体

と

環

境

視
覚
内
容
が
主
体
の
非
志
向
的
に
同
定
さ
れ
る
内
部
状
態
に
依
存
生
起
す
る

こ
と
を
外
在
主
義
者
が
否
定
す
る
と
き
、
視
覚
内
容
は
そ
の
主
体
と
環
境
の
間

の
何
ら
か
の
関
係
に
よ

っ
て
決
ま
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、そ
の
「何

ら
か
」
の
中
身
を
ど
う
捉
え
る
か
に
よ

っ
て
外
在
主
義
の
タ
イ
プ
と
そ
の
受
け

入
れ
や
す
さ
は
異
な

っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
哲
学
的
論
争
は
専
ら
特
定
の
タ
イ
プ
の
外
在
主
義
を
巡

っ
て
な
さ
れ
て

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
論
争
で
批
判
さ
れ
る
の
は
因
果
的
相
関

説
と
し
て
の
外
在
主
義
で
あ
り
、
個
体
主
義
の
立
場
も
そ
れ
と
の
対
比
で
規
定

さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
の
私
の
主
張
は
、
外
在
主
義
を
専
ら
そ
の
よ
う
な
説
と

し
て
捉
え
る
の
は
不
当
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
外
在
主
義
が
そ
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
責
任
の

一
端
は
、
私
が
思
う
に
、
じU
霞
αq
①
に
あ

る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
視
覚
内
容
と
環
境
の
関
係
に
関
す
る
彼
の
議
論

(筐

9

㈱
目
)
を
簡
単
に
振
り
返

っ
て
み
た
い
。

そ
の
議
論
は
次
の
よ
う
な
思
考
実
験
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
。
主
体
P
は
、

特
定
の
客
観
的
対
象
0

(例
"小
さ
め
の
サ
イ
ズ
の
あ
る
形
を
も

っ
た
影
)
の

ト
ー
ク
ン
を
通
常
正
し
く
知
覚
す
る
。
そ
の
際
P
が
も
つ
視
覚
表
象
の
志
向
的

タ
イ
プ
を
0
と
す
る
。
よ

っ
て
、
タ
イ
プ
0
の
視
覚
表
象
は
通
常
O
の
ト
ー
ク

ン
と
の
相
互
作
用
の
産
物
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
ご
く
た
ま
に
異
な
る
客
観

的
対
象
C

(例
…0
と
同
様
の
サ
イ
ズ
と
形
を
も

っ
た
割
れ
目
)
の
ト
ー
ク
ソ

と
の
相
互
作
用
に
よ

っ
て
も
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
P
は
C
の
ト
ー
ク

ン
を
誤

っ
て
0
と
し
て
見
る
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
反
事
実
的
環
境
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
。
P
の
非
志
向
的
か

つ
個
体
主
義
的
に
同
定
さ
れ
る
内
部

状
態
は
同
じ
ま
ま
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
環
境
に
は
0
が
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
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光
学
的
法
則
も
異
な
り
、
そ
の
結
果
、
P
の
網
膜
像
と
P
の
視
覚
表
象

へ
至
る

通
常
の
因
果
的
過
程
は
C

(ま
た
は
何
れ
に
せ
よ
0
以
外
の
客
観
的
な
可
視
的

対
象
)
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
視
覚
表
象

(な
い
し
状
態
)

は
志
向
的
タ
イ
プ
0
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
事
実
的
状
況
に
お
い
て
P
が
C
を

0
と
し
て
誤

っ
て
知
覚
す
る
と
き
、
P
は
反
事
実
的
状
況
で
は
何
か

(例
え
ば

C
)
を
正
し
く

(C
と
し
て
)
知
覚
す
る
こ
と
・に
な
る
。
反
事
実
的
状
況
に
お

い
て
そ
の
視
覚
表
象
に
至
る
過
程
が
通
常
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
そ
れ
が
そ

の
場
面
で
は
そ
の
視
覚
表
象
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
限
り
、
そ
う

な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
主
体
の
非
志
向
的
か

つ
個
体
主
義
的
に
同
定
さ

れ
る
内
部
状
態
が
変
わ
ら
な
く
て
も
、
そ
の
志
向
的
視
覚
状
態
は
変
わ
り
得
る

こ
と
に
な
る
。

こ
の
思
考
実
験
に
お
い
て
、
な
ぜ
P
が
事
実
的
状
況
で
は
C
を
0
と
し
て
誤

っ
て
知
覚
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
な
ぜ
反
事
実
的
状
況
で
は
P
の
視
覚
表

象
が
タ
イ
プ
0
で
は
な
く
な
る
の
か
、
に
つ
い
て
少
し
説
明
が
要
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
知
覚
の
客
観
性
と

"成
功
依
存
性
"
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
じd
二
饋
①
は

ま
ず
、
知
覚
の
概
念
が
含
む
客
観
性
の
要
求
ど
し
て
、
誤
り
が
可
能
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
だ
か
ら
、
P
は
事
実
的
状
況
に
お
け
る
稀
な
条
件
下
で

は
C
を
0
と
し
て
誤

っ
て
知
覚
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
に

よ
れ
ば
、
視
覚
表
象
が
客
観
的
情
報
な
い
し
志
向
的
内
容
を
も

つ
た
め
に
は
、

ヘ

ヘ

ヤ

へ

関
連
す
る
客
観
的
対
象
と
の
規
則
的
因
果
関
係
に
よ

っ
て
そ
の
内
容
を
も
つ
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が

"成
功
依
存
性
"
の
意
味
で
あ
る
。
即
ち
、

視
覚
表
象
が
特
定
の
志
向
的
内
容
を
も

つ
こ
と
は
、
そ
の
視
覚
表
象
が
そ
れ
自

身
を
生
じ
さ
せ
る
特
定
の
客
観
的
対
象
に
よ

っ
て
通
常
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に

部
分
的
に
依
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
我
々
は
視
覚
表
象

を
、そ
れ
が
通
常
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
客
観
的
対
象
に
よ

っ
て
個
別
化
す
る
。

誤
り
が
可
能
で
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
反
事
実
的
状
況
で
は

C

(あ
る
い
は
0
以
外
の
客
観
的
対
象
)
が
P
の
関
連
す
る
視
覚
表
象
の
通
常

の
原
因
で
あ
る
た
め
、
そ
の
視
覚
表
象
の
志
向
的
タ
イ
プ
は
0
で
は
な
い
、
と

(5
)

い
う

こ
と

に

な

る

。

Ud
霞

σq
Φ
の

反

対

者

ら

(
こ

こ

で

私

の

念

頭

に

あ

る

の

は

○
.QD
Φ
σq
巴

と

(6
)

O
●竃
o
O
ぎ
p
)
が
等
し
く
彼
の
外
在
主
義
を
因
果
的
相
関
説
と
見
な
し
た
の
は

無
理
も
な
い
こ
と
が
、
上
の
議
論
か
ら
わ
か
る
。
そ
の
原
因
は
結
局
、
私
が
思

う
に
、
そ
の
議
論
の
前
提
に
あ
る
。
特
に
、
視
覚
内
容
の

"成
功
依
存
性
"
に

関
す
る
論
点
が
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
招
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
視
覚
内
容

へ

も

を
決
め
る
の
は
、
当
の
主
体
と
関
連
す
る
環
境
的
ア
イ
テ
ム
と
の
規
則
的
な
因

果
的
相
互
作
用
で
あ
る
と
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
の
思
考
実
験
の

反
事
実
的
環
境
を
双
子
地
球
に
置
き
換
え
て
考
え
れ
ば
、
P
と
そ
の
対
応
者
P

の
視
覚
表
象
の
志
向
的
タ
イ
プ
は
単
純
に
そ
の
因
果
的
関
係
の
違
い
に
よ

っ
て

区
別
さ
れ
る
と
解
釈
で
き
る
。
Qo
①
αq
巴
と
ζ
09
口
口
は
、
こ
の
解
釈
に
基
づ
い

て
切
霞
閃
①
に
反
対
し
て
い
る
。
私
は
、
次
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
P
の
視
覚
内

容
が
単
に
そ
の
よ
う
な
因
果
的
関
係
に
よ

っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る

点
で
彼
ら
は
正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
∪
簿乱
Φω
(H
㊤
㊤
H
も
●ミ
O
)
も
指
摘
し

て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
切
貫
ぴq
Φ
は
、
因

果
的
相
関
説
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
箇
所
の
脚
注

(b
●膳
O
・
昌
.bON
)

で
、
「あ
る
種
の
生
得
的
な
知
覚
的
傾
向

(も
し
く
は
多
分
表
象
さ
え
も
)
の

形
成
や
表
象
的
性
格
に
至
る
相
互
作
用
の
あ
る
も
の
は
、
個
体
の
学
習
史
で
は
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な
く
、
種
の
形
成
過
程
に
お
い
て
起
こ
り
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
問
題
の
因
果
的
相
互
作
用
は
必
ず
し
も
個
体
の
レ
ベ
ル
に
関
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
種
の
進
化
の
レ
ベ
ル
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

と
し
た
場
合
、
も
は
や
そ
れ
を
因
果
的
相
関
説
と
呼
ぶ
の
は
相
応
し
く
な
く
な

ぬ

ら

る
。
と
い
う
の
も
、
個
体
の
レ
ベ
ル
で
は
因
果
的
相
関
を
全
く
必
要
と
し
な
い

こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
知
覚
に
関
す
る
bd
霞
αq
Φ
の
外
在
主
義
を
因
果
的
相
関
説
と

し
て
解
釈
す
る
の
は
全
く
の
間
違

い
と
も
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
の

思
考
実
験
は

一
般
的
な
形
を
と
り

つ
つ
、
関
連
す
る
客
観
的
対
象
の
例
と
し
て

Ud
霞
内
Φ
が
挙
げ
る
も
の
を
括
弧
の
中
に
示
し
て
あ
る
。
だ
が
切
霞
αq
Φ
に
よ
れ
ば
、

こ
の
例
は
適
応
的
な
成
功
と
は

あ
ま
り
関
係
な
い
よ
う

に
選
ば
れ
て
い
る

(b
卜
b。
)
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
事
実
的
状
況
に
お
け
る
P
の
視
覚
表
象
と
反

事
実
的
状
況
に
お
け
る
そ
れ
と
の
違
い
は
進
化
史
的
背
景
に
基
づ
く
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
個
体
の
レ
ベ
ル

に
お
け
る
主
体
と
環
境
の
因
果
的
関
係
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。ま
た
、

上
に
引
い
た
脚
注
で
も
、
視
覚
内
容
が
個
体
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
環
境
と
の
相

ヘ

へ

互
作
用
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
得
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

確
か
に
bd
霞
αq
Φ
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
因
果
的
相
関
説
に
コ
ミ
ヅ
ト
し
て
い

(7
)

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
何
れ
に
せ
よ
私
が
こ
こ
で
言
い
た
か

っ
た
こ
と
は
、
視
覚
内
容
の
決

定
に
関
し
、
個
体
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
主
体
と
環
境
の
間
の
因
果
的
相
互
作
用

は
必
要
な
い
と
い
う
論
点
か
ら
単
純
に
個
体
主
義
を
導
き
出
す
の
は
間
違
い
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、
そ
の
論
点
を
認
め
て
も
外
在
主
義
を

維
持
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
4
節
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

4

進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
の
好
む
ア
プ

ロ
ー
チ
は

進
化
論

(な
い
し
目
的
論
∀
的
な
も
の
で
あ
る
。
視
覚
に
関
し
て
な
ぜ
そ
れ
が

好
ま
し
い
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
を
外
在
主
義
者
は
追
求
す
べ
き
か
を
論
じ

た
い
と
思
う
。

4
.
1
.
な
ぜ
目
的
機
能
説
か

目
的
機
能
説
と
は
何
か
を
差
し
当
た
り
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
、
視
覚
表
象
を

そ
の
視
覚
系
が
進
化
の
過
程
で
獲
得
し
た
機
能
に
よ

っ
て
説
明
す
る
も
の
で
あ

る
。
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
因
果
的
相
関
説
だ
け
が
外
在
主
義
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
自
然
主
義
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
と
な

る
と
、
目
的
機
能
説
し
か
私
に
は
思
い
浮
か
ば
な
い
。
私
の
理
解
で
は
、
外
在

主
義
は
心
的
状
態
の
個
別
化
に
環
境
が
関
与
す
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
関
与
は
何
ら
か
の
因
果
的
相
互
作
用
を
通
し
て
の
み
可
能
で

あ
る
。
視
覚
に
関
す
る
外
在
主
義
が
正
し
い
と
し
て
、
し
か
し
そ
の
因
果
的
相

互
作
用
が
個
体
の
レ
ベ
ル
で
働
く
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
進
化
の
レ
ベ

ル
で
働
く
と
考
え
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、

眼
と
い
う
器
官
が
自
然
淘
汰
に
よ
る
進
化
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら

ば
理
に
適

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
外
在
主
義
に
と

っ
て
、
な
ぜ
目
的
機
能

説
を
と
る
べ
き
か
の
説
明
は
実
質
的
に
、
な
ぜ
因
果
的
相
関
説
を
と
る
べ
き
で
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は
な
い
か
の
説
明
に
等
し
い
。
そ
れ
故
、
因
果
的
相
関
説
の
ど
こ
が
ま
ず
い
の

か
を
追
求
す
れ
ば
、
目
的
機
能
説

の
好
ま
し
い
わ
け
が
自
ず
と
浮
か
び
上
が

っ

て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
、
因
果
的
相
関
説
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
個
体
レ
ベ
ル
に
お
け

る
主
体
と
環
境
の
間
の
相
互
作
用
に
よ

っ
て
視
覚
内
容
が
決
ま
る
の
で
は
な
い

ヘ

へ

と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
視
覚
表
象
を
も
つ
こ
と
を
可
能
に

す
る
た
め
に
は
そ
の
種
の
相
互
作
用
が
不
要
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
れ
は
視
覚
系
の
発
達
に
お
い
て

一
般
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
臨

界
期

(ヒ
ト
で
は
三
歳
と
い
わ
れ
る
)
ま
で
に
適
切
な
刺
激
を
受
け
な
け
れ
ば
、

発
達
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
。し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
は
、

ヤ

ヘ

へ

も

へ

視
覚
表
象
を
も
つ
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
表
象
内
容
の
タ
イ
ブ

を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
に
は
、
双
子
地
球

の
例
が
再
び
役
に
立
つ
。
双
子
地
球
で
は
、
光
学
的
法
則
が
異
な
る
た
め
に
、

四
角
形
と
円
・形
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
が
網
膜
に
投
映
さ
れ
た
像
は
、
地
球
の
場

3

合
と
は
全
く
逆
に
な

っ
て
い
る
と
す
る
。
だ
か
ら
、
も
し
あ
な
た
が
双
子
地
球

へ
旅
行
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
四
角

い
も
の
が
丸
く
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
、

生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
を
双
子
地
球
へ
送

っ
た
と
想
像
し
よ
う
。
そ
し
て
、
網

膜
像

(近
接
刺
激
)
が
四
角
形
と
円
形
に
関
し
て
逆
転
し
て
い
る
点
を
除
け
ば
、

そ
の
赤
ん
坊
の
視
覚
系
は
地
球
に

い
る
赤
ん
坊
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
発
達
す

る
と
し
よ
う
。
だ
か
ら
、
彼

の
視
覚
系
は
、
視
覚
表
象
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
、

そ
の
双
子
地
球
の
環
境
に
因
果
的
に
依
存
す
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ

の
視
覚
系
を
十
分
発
達
さ
せ
た
と
し
て
、
彼
が
四
角
形
の
対
象
を
目
の
前
に
呈

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ぬ

示
さ
れ
た
と
き
、
彼

の
視
覚
系
は
そ
の
対
象
を
四
角
形
と
し
て
表
象
す
る

(あ

へ

あ

マ

る
い
は
何
れ
に
せ
よ
そ
の
形
を
正
し
く
表
象
す
る
)
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
た

と
え
四
角
形
の
対
象
が
部
分
的
に
そ
の
視
覚
表
象
の
形
成
に
因
果
的
に
寄
与
し

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
表
象
が
何
を
表
象
す
る
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
だ

か
ら
そ
の
問
い
に
対
し
、
「
言
え
る
」
と
答
え
る
こ
と
は
、
既
に
因
果
的
相
関

(9
)

説
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

因
果
的
相
関
説
の
好
ま
し
く
な
い
帰
結
の

一
つ
は
、
上
の
例
で
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
視
覚
表
象
の
個
別
化
に
お
い
て
、
遠
隔
刺
激
が
近
接
刺
激
に
対
し
て
不

当
に
優
先
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
帰
結
は
受
け
入
れ
難
い
。
そ
の
例
に
お

い
て
、問
題
の
近
接
刺
激
(
つ
ま
り
網
膜
上
に
投
影
さ
れ
る
光
の
強
度
の
パ
タ
ー

ン
)
が
地
球
に
お
い
て
通
常
円
形
の
対
象
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
視
覚
表
象
は
そ
の
近
接
刺
激
を
引
き
起
こ
し
た
遠
隔
刺
激
を

へ

も

ヘ

へ

ぬ

円
形
と
し
て
表
象
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
私

が
言
い
た
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
知
覚
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
わ

っ
て
お
り
、
知
覚
は

直
接
的
か
間
接
的
か
と
い
う
問
題
と
は
独
立
で
あ
る
。
(そ
の
問
題
に
関
し
て

言
え
ば
、
近
接
刺
激
そ
の
も
の
は
志
向
的
対
象
で
は
な
い
。
)
例
え
ば
、
写
真

が
被
写
体
を
ど
の
よ
う
な
形
の
も
の
と
し
て
表
す
か
は
、
カ
メ
ラ
の
感
光
板
上

に
投
映
さ
れ
る
光
の
パ
タ
ー
ソ
に
よ

っ
て
決
ま
る
。
こ
れ
は
、
光
が
均
質
な
空

気
中
を
直
進
す
る
性
質
を
も
つ
こ
と
等
の
お
か
げ
で
、
感
光
板
上
の
パ
タ
ー
ン

が
被
写
体

の
実
際
の
形
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
信
頼
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

こ
で
重
要
な
点
は
、
写
真
は
被
写
体
の
形
を
、
そ
の
実
際
の
形
が
何
で
あ
れ
、

ヘ

ヘ

へ

あ

へ

あ

ヘ

へ

も

も

カ

へ

り

ぬ

あ

ヘ

ヘ

ヤ

あ

あ

へ

あ

へ

そ
の
感
光
板
上
の
パ
タ
ー
ン
に
基
づ
い
て
表
す
よ
う
に
カ
メ
ラ
が
設
計
さ
れ
て

も

も

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
設
計
は
光
の
特
定
の
性
質
を
前

提
し
て
お
り
、そ
れ
以
外
の
光

の
変
則
的
な
振
る
舞
い
を
想
定
し
て
は
い
な
い
。
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そ
の
た
め
、
写
真
が
表
す
形
と
被
写
体
の
実
際
の
形
と
が
食
い
違
う

こ
と
は
原

理
的
に
起
こ
り
得
る
。カ
メ
ラ
を

双
子
地
球
に
も

っ
て
い
っ
た
場
合
、
そ
の
ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア
自
体
は
変
化
し
な
い
か
ら
、.
そ
こ
で
は
四
角
形
の
対
象
を
円
形
の
も

の
と
し
て
、
い
わ
ば
誤

っ
て
写
し
出
す
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
遠
隔
対

象
と
の
規
則
的
な
因
果
的
相
関
関
係
が
い
つ
か
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

誤
ら
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
ま
さ
に

「
カ
メ
ラ
眼
」
と

呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
眼
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
は
、
自
分
の
行
動
を
制
御
き
せ
る
た
め
に
ロ

ボ
ッ
ト
に
備
え
付
け
た
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
方
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
即

ち
、
生
物
の
眼
は
行
動
の
制
御
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点

は
、
例
え
ば
も
の
を

つ
か
む
行
動

に
お
い
て
、
そ
の
物
体
の
実
際
の
形
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
近
接
刺
激
に
も
た
ら
す
パ
タ
ー
ソ
を
通
し
て
、
そ
の
行

動
の
制
御
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
上
記
の
赤

ん
坊
は
、
た
と
え
視
覚
表
象
の
タ
イ
プ
が
四
角
形
と
円
形
に
関
し
て
逆
転
し
て

い
る
と
し
て
も
、
行
動
的
に
は
適
応
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
あ
ま
り

い
い
例
で
は
な
い
。
だ
が
、
あ
な
た
が
双
子
地
球
へ
行

っ
た
な
ら
ば
、
四
角
形

と
円
形
に
関
す
る
錯
覚
は
視
覚
だ
け
で
な
く
、行
動
に
も
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

時
間
が
経

つ
う
ち
に
配
線
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
動
的
に
は
適
応
す

る
よ
う
に
な
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
視
覚
表
象
の
性
格
が
変
化
す
る

(10
)

と
は
限
ら
な
い
。
入
力
と
し
て
の
視
覚
表
象
そ
の
も
の
は
変
化
せ
ず
、
た
だ
そ

れ
を
行
動
的
出
力

へ
変
換
す
る
過
程
が
再
編
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
何
れ

に
せ
よ
、
こ
こ
で
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
視
覚
表
象
と
行
動
的
デ

ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ソ

の
間
に
あ
る

一
定
の
結
び
付
き
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
、
後
者
は
遠
隔
刺
激
よ
り
も
近
接
刺
激
に
直
接
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ヒ
ト
の
脳
は
可
塑
性
に
富
む
た
め
、
こ
の
ポ
イ

ソ
ト
が
見
え
に
く
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
可
塑
性
に
欠
け
る

(そ
の
た
め
異
な
る
環
境
に
適
応
で
き
な
い
)

あ
る
種
の
動
物
や
ロ
ボ
ッ
ト
を
想
像
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

前
節
で
見
た
切
霞
ひq
Φ
の
議
論
に
関
す
る
問
題
点
の

一
つ
は
、
そ
れ
が
上
で
論

じ
た
よ
う
な
近
接
刺
激
の
役
割
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。彼
の
議
論
は
、

視
覚
表
象
の
志
向
的
内
容
が
行
動
的
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ

っ
て
決
ま
ら
な

い
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
既
に
見
た
よ
う
に
、
客
観
性
'

の
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
問
題
は
、
彼
が
そ
の
観
念
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、

我

々
が
視
覚
的
に
表
象
す
る
客
観
的
存
在
者
を
、
個
人
の
も
つ
近
接
刺
激
や
識

別
能
力
に
必
ず
適
合
す
る
よ
う
に
タ
イ
プ
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て

い
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
こ
で
、
視
覚
の
客
観
的
対
象
と
は
何
か
を
今

一
度
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
思
う
に
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
哲
学
的
論
争
の
も

つ
れ
を
解
く
鍵
の

一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
で
は
初
期
視
覚
、
即
ち
、
再
認
な
ど

の
高
次
の
認
知
過
程
に
至
る
前
の
段
階
に
お
け
る
視
覚
系

(モ
デ

ュ
ー
ル
)
の

情
報
処
理
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
。
初
期
視
覚
の
扱
う
情
報
は
、
表
面
、
形
、

色
と
い
っ
た
我
々
の
可
視
的
世
界
を
構
成
す
る
基
本
的
な
要
素
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
特
に
こ
こ
で
は
形
の
知
覚
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
形
は
ど

の
よ
う
な
意
味
で
客
観
的
で
あ
る
の
か
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
知
覚
者
と
は
独
立
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
色
と

同
様
、
絶
対
的
に
客
観
的
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
知
覚
者
に
相
対
的
に
特

定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
は
環
境
の
側
に
存
在
す
る
特
性
で
あ
る
と
い
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う
意
味
で
は
、
や
は
り
色
と
同
様

、
客
観
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
形
は
、
自
然

種
な
ど
と
違

っ
て
、
知
覚
者
に
相
対
的
に
客
観
的
な
特
性
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
知
覚
の
観
念
が
客
観
性
を
要
求
す
る
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
だ
が
、
そ

の
客
観
的
対
象
は
、
知
覚
主
体
の
も

つ
近
接
刺
激
や
識
別
能
力
と
は
独
立
で
あ

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
確
か

に
知
覚
は
、
そ
の
機
能
が
外
部
世
界
に
お
い

て
事
物
が
い
か
に
あ
る
か
を
表
象
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
点
で
客
観
的
な
性

格
を
も
ち
、
ま
た
そ
れ
故
に
、
因
果
的
な
い
し

"成
功
志
向
的
"
な
性
格
を
も

つ
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
本
質
的
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
知
覚
の
客
観
性
で
は
な
く
、

そ
の
客
観
性
を
構
成
す
る
条
件
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
因
果
的
相
関
説
の
根
本
的
な
誤
り
は
、
そ
の
客
観
性
の
前
提
の
た
め

へ

ぬ

ぬ

に
、
視
覚
表
象
の
個
別
化
に
お
い
て
、
そ
の
表
象
の
生
起
と
実
際
に
因
果
的
相

ヘ

へ

関
関
係
に
あ
る
遠
隔
刺
激
に
の
み
注
目
す
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
客
観

ヘ

へ

性
の
性
格
は
、
す
ぐ
上
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
視
覚
の
も
つ
機
能
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
機
能
と
い
う
も
の
は

一
般
に
、
そ
の
機
能
を

ら

へ

あ

も

ヘ

ヘ

へ

も

つ
シ
ス
テ
ム
の
実
際
の
行
い
よ
り
も
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
行
う
と
さ
れ
て
い

ヤる
こ
と
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
視
覚
の
機
能
の
場
合
、

そ
れ
は
形
の
識
別
や
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
の
制
御
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る

(そ
の
結
び
付
き
の
故
に
そ
の
機

能
は
進
化
し
た
の
だ
ろ
う
)
。
そ
れ
故
、
視

覚
に
関
し
て
、
知
覚
主
体
の
識
別
能
力
や
行
動
的
デ

ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ソ
と
の
関

連
を
尊
重
し
な
い
外
在
主
義
は
説
得
力
を
欠
く
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
前
節

で
触
れ
た
よ
う
に
、
切
二
茜
o
が
そ

の
思
考
実
験
の
具
体
例
を
、
適
応
的
成
功
と

は
あ
ま
り
関
係
し
な
い
よ
う
に
選
ん
で
い
る
の
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
そ
の

思
考
実
験
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
う
す
れ
ば
、
視
覚
表
象
を
彼
が
主
張
す
る
よ
う
に
個
別
化
す
べ
き
動
機

が
弱
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ

ま
で
論
じ

て
き
た

い
く

つ
か

の
ポ
イ

ソ
ト
は
、
実
際

ω
Φ
㈲
巴

や

]≦
oO
ぎ
昌
が
切
寰
αq
Φ
流
の
外
在
主
義
を
批
判
す
る
際
に
持
ち
出
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
直
ち
に
個
体
主
義
が
帰
結
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
視
覚
の
機
能
や
適
応
に
関
す
る
ポ
イ
ソ
ト
を
追
求
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
自
然
な
帰
結
は
外
在
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
次
に
論
じ

た
い
。

4
.
2
.
機
能
と
適
応

個
体
主
義
を
巡
る
哲
学
的
議
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
双
子

地
球
な
い
し
反
事
実
的
世
界
を
用
い
た
思
考
実
験
が
頻
繁
に
利
用
さ
れ
る
。
よ

く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
思
考
実
験
は
特
定
の
テ
ー
ゼ
を
証
明
す
る
と

い
う
よ
り
、
各
々
の
立
場
の
ポ
イ
ン
ト
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
の
に
役
立

つ
も
の

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
立
場
を
よ
り
説
得
的
な
も
の
に
す
る
に
は
、
問
題
に
な

っ
て
い
る
も
の

(
こ
こ
で
は
視
覚
表
象
)
の
本
性
や
そ
れ
に
関
連
す
る
制
約
条

件
な
ど
を
十
分
考
慮
し
て
思
考
実
験
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
bd
霞
σq
Φ

流
の
思
考
実
験
に
関
し
て
言
え
ば
、
4
.
1
節
の
議
論
が
示
唆
す
る

一
つ
の
教

訓
は
、
問
題
の
視
覚
表
象
を
も
つ
こ
と
の
結
果
と
し
て
行
動
的
に
う
ま
く
そ
の

環
境
に
適
応
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
ω
Φ鵬
巴
(Hり
㊤
H
も
ト
c。
c。
)
は
、
そ
の
点
を
満
足
さ

せ
る
よ
う
な
反
個
体
主
義
的
な
物
語
を
構
成
で
き
る
見
込
み
は
な
い
と
言
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、
我

々
と
同
様
の
視
覚
系
と
行
動
的
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ソ
を
も
つ
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存
在
者
は
、
端
的
に
言

っ
て
、
我

々
の
環
境
と
非
常
に
異
な
る
環
境
に
は
う
ま

く
適
応
し
な
い
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
、
そ

の
よ
う
な
思
考
実
験
を
構
成
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
に
せ
よ

(∪
9丘
Φω
(お
㊤b。
)
が
実
際
に
や

っ
て
い
る
)
、
ア
ド
ホ

ッ
ク
な
印
象
は
免
れ
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
。
エ
レ
ガ

ン
ト
"
な
反
個
体
主
義
的
物
語
を
構
成
で
き

な
け
れ
ば
外
在
主
義
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
個
体
主

義
が
正
し
い
と
い
う

こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
ま
ず
問
題
の
表
象
の
本
性
そ
の
も

の
を
十
分
に
押
さ
え
な
い
こ
と
に
は
、
思
考
実
験
を
巡

っ
て
い
く
ら
議
論
し
て

(u
)

も
無
駄
で
あ
る
。
実
際
、
視
覚
表
象
の
場
合
、
ま
さ
に
そ
の
本
性
の
た
め
に
、

そ
の
よ
う
な
例
を
構
成
す
る
の
が

難
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ

る
。こ

こ
で
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
表
象
の
本
性
は
そ
の
機
能
に
よ

っ
て
決
ま

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

、
あ
る
シ
ス
テ
ム
が
何
か
を
表
象
す
る
の
は
、

そ
の
何
か
を
表
示
す
る
の
が
そ
れ

の
機
能
で
あ
る
場
合
、
か
つ
そ
の
場
合
の
み

曾
∀

で
あ
る
。
ま
た
、
表
象
の
基
本
的
要
件
と
し
て
、
切
霞
αq
Φ
も
重
視
し
た
よ
う
に
、

誤
り
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
目
的
論
的
性
格
を
も

つ
機
能
が
そ
れ

を
可
能
に
す
る
。
例
え
ば
、、

木
の
年
輪
は
、
そ
れ
自
体
そ
の
樹
齢
を
表
示
す
る

機
能
を
も
た
ず
に
、
そ
れ
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
過
去
の
大
洪
水
の

影
響
の
た
め
に
そ
の
年
輪
が
樹
齢
を
正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
と
き
、
誤

っ
て

そ
れ
を
表
象
す
る
わ
け
で
は
な
い

(誤
り
得
る
の
は
そ
の
年
輪
を
利
用
す
る
我

々
の
方
で
あ
る
)。
も
う

一
つ
、
∪
話
房
犀
Φ
(H①
㊤
α
も
駆
)
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、

モ
ノ
ク
ロ
テ
レ
ビ
と
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
の
場
合
、
両
者
が
全
く
同
じ
映
像
を
写
し

出
す
と
し
て
も
、

一
方
は
単
に
色
を
表
象
し
な
い
の
に
対
し
、
他
方
は
色
を
表

示
す
る
機
能
を
も
つ
が
故
に
色
を
誤

っ
て
表
象
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
機
能
の
な
い
と
こ
ろ
に
表
象
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
表
象
の
個
別
化

を
問
題
に
す
る
と
き
、
そ
の
関
連
す
る
表
象
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
特
定
す
る
こ

と
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

表
象
シ
ス
テ
ム
に
は
大
き
く
分
け
て
、
自
然
の
も
の
と
慣
習
的
な
も
の
と
が

あ
る
。
そ
の
違
い
は
、
そ
の
機
能
が
自
然
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も

慣
習
的
に
付
与
さ
れ
た
も
の
か
に
よ
る
。
後
者
に
該
当
す
る
の
は
言
語
な
ど
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
視
覚
系
を
扱

っ
て
い
る
か
ら
当
然
前
者
が
問
題
に
な
る
。

眼
な
ど
を
含
む
感
覚
器
官
は

一
般
に
、
そ
れ
が
何
で
で
き
て
い
る
か
よ
り
も
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
情
報
を
扱
う
か
、
即
ち
、
そ
の
情
報
伝
達
機
能
に
よ

っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
眼
が
眼
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
も
の
を
見
る
と
い
う
機
能

を
も

つ
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
機
能
は
、
意
図
を
も
つ
存
在
者

に
よ

っ
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
淘
汰
に
よ
る
進
化
の
歴
史
に
お

い
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
重
要
な
帰
結
の

一
つ
は
、
感
覚

器
官
が
そ
の
情
報
伝
達
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
よ

っ
て
生
み
出
す
表
象
は
、
我

々
の
目
的
や
意
図
の
存
在
に
依
存
し
な
い
内
容
を
も
つ
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
何
が
知
覚
表
象
の
内
容
で
あ
る
か
は
、
少
な
く
と
も
純
粋
に
ア

プ
リ
オ
リ
な

(常
識
心
理
学
的
直
観
に
よ

っ
て
わ
か
る
よ
う
な
)
問
題
で
は
あ

り
得
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
感
覚
器
官
の
生
物
学
的
機
能
の
特
定

が
あ
る
程
度
経
験
的
な
問
題
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
少
な
く
と
も
部
分
的

に
は
経
験
的
で
あ
る
。
そ
の
特
定
に
は
、
そ
の
関
連
す
る
生
物
種
の
進
化
史
的

背
景
や
特
殊
な
知
覚
障
害
の
例
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
機
能

を
推
定
し
、
そ
れ
を
実
験
に
よ

っ
て
確
か
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
作
業
が
必
要

視覚に関する外在主義2正1



(13
)

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
視
覚
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
単
に
光
そ
の
も
の
に
反
応
す
る

だ
け
の
原
始
的
な
も
の
で
は
な
く
、
光
を
介
し
て
外
界
に
関
す
る
情
報
を
取
り

出
す
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
基

本
的
な
機
能
は
外
界
の
事
物
の
形
や
距
離
を

表
示
す
る
こ
と
で
あ
る
と
見
な
す

の
は
、
最
低
限
の
前
提
と
し
て
許
さ
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
視
覚

に
関
す
る
適
応
主
義
の
方
法
論
的
仮
説
と
い

う
よ
り
、
視
覚
と
は
基
本
的
に
何

で
あ
る
か
に
関
す
る
概
念
的
要
請
で
あ
る
。

一
般
に
環
境
を
比
較
的
速
い
速
度

で
動
き
回
る
生
物
に
と

っ
て
形
や
距
離
と
い

っ
た
特
性
は
、
最
も
基
本
的
で
重
要
な
可
視
的
環
境
的
特
性
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で

「形
」
や

「
距
離
」
は
、
不
定
的
な
い
し
確
定
可
能
な
特
性
と
し
て
の
そ
れ

を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
然
淘
汰
が
実
際
ど
の
よ
う
に
働
く
か
を
考
え
る

際
に
重
要
な
ポ
イ
ソ
ト
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
視
覚
内
容
は
個
体
の

レ
ベ
ル
に
お
け
る
環
境
と
の
因
果
的
相
互
作
用
に
よ

っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
い

と
す
れ
ば
、
外
在
主
義
者
は
、
進
化
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
そ
れ
に
訴
え
る
し
か

な
い
。
だ
が
、
自
然
淘
汰
の
過
程

に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
視
覚
系
で
あ

っ
て
、
個

々
の
視
覚
表
象
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
個

々
の
視
覚
表
象
は
常
に
特
定
の

(確

定
し
た
)
形
を
表
示
す
る
が
、

一
般
に
形
を
表
示
す
る
の
が
視
覚
の
機
能
の

一

ヘ

へ

も

つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
視
覚
系
は

一
般
に
形
を
表
示
す
る
が
故
に
選
択
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
特
定
の
形
を
表

示
す
る
が
故
に
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

特
定
の
種
類
の
形
、
例
え
ば
対
称
的
な
形
や
顔
の
形
な
ど
を
表
示
す
る
機
能
も

あ
り
得
る
が
、
そ
れ
は
経
験
的
な
問
題
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
距
離
や
色

な
ど
、
可
視
的
世
界
を
構
成
す
る
そ
の
他
の
不
定
的
な
基
本
的
特
性
に
つ
い
て

も
あ
る
程
度
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
こ
の
種
の
特
性
を
表

示
す
る
機
能
は
、
視
覚
状
態
と
環
境
と
の
間
に

一
定
の
規
則
的
な
リ
ア
ル
タ
イ

ム
の
因
果
的
相
関
が
存
在
し
な
い
限
り
、
進
化
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
特
に
形
と
距
離
に
つ
い
て
、
神
経
系
が
そ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
に
基
づ

い
て
様
々
な
行
動

(障
害
物
を
避
け
る
、
も
の
を

つ
か
む
等
)
を
調
整
す
る
こ

と
は
、
網
膜
像
と
そ
れ
ら
の
特
性
と
の
間
に

一
定
の
通
時
的
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム

の
対
応
関
係
が
あ

っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
進
化
は
、
網
膜

像
と
そ
れ
を
処
理
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
形
や
距
離
を
よ
り
精
密
に
反
映
す
る

こ
と
に
よ
り
、
行
動
が
よ
り
正
確
に
調
整
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
よ
り
多
く
の

子
孫
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
基
づ
く
最
適
化
の
プ

ロ
セ
ス
で

あ
る
と
言
え
る

(も
ち
ろ
ん
い
く
つ
か
の
制
約
条
件
の
範
囲
内
で
の
最
適
化
で

あ
る
が
)。

一
般
に
形
を
表
示
す
る
機
能
と
特
定
の
種
類
の
形
を
表
示
す
る
機
能
と
の
区

別
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
も
う

一
つ
の
点
は
、
後
者
は
前
者
に
寄
生
的
で
あ
り

得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
の
形
、
例
え
ば
四
角
形
に
つ
い
て
の

視
覚
表
象
は
、
た
と
え
そ
の
視
覚
系
が
進
化
に
お
い
て
そ
の
タ
イ
プ

の
形
と
因

果
的
な
関
わ
り
を
も
た
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
前
者
の
機
能
に
よ

っ
て
も
た
ら

さ
れ
得
る
。
視
覚
表
象
の
個
別
化
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
哲
学
的
議
論
は
、
こ

の
点
を
見
過
ご
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
双
子
地
球

の
例
は
大
抵
、
特
定
の
形
に
関
す
る
表
象
を
問
題
に
し
て
い
る
。
だ
が
肝
心
な

ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
表
象
が
、

一
般
に
形
を
表
示
す
る
機
能
に
よ
る
も
の
な
の

か
ハ
そ
れ
と
も
、
ま
さ
に
そ
.の
タ
イ
プ
の
形
を
表
示
す
る
機
能
に
よ
る
も
の
な

の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
・罎
oO
冒
昌
は
、
四
角
形
が
存
在
し
な
い

(い

か
な
る
物
体
に
よ

っ
て
も
例
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
)
世
界
で
も
四
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角
形
に
つ
い
て
の
視
覚
表
象
を
も

つ
こ
と
は
で
き
る
の
だ
か
ら
、
視
覚
に
関
し

(14
)

て
外
在
主
義
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な

主
張
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
以
上
の
議
論
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

4
.
3
.
表
象
ど
現
象
的
性
格

4
.
2
節
の
最
初
で
、
視
覚
表
象
に

つ
い
て
は

。
エ
レ
ガ
ン
ト
"
な
双
子
地

球
タ
イ
プ

の
例
を
構
成
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、

上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
視
覚
表
象

の
性
格
は
そ
の
視
覚
系
の
進
化
の
過
程
と
切

り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
双
子
地
球
タ
イ
プ
の
例
で
は
、
仮
定

に
よ

っ
て
、
二
人
の
志
向
的
主
体
は
物
理
的
に
全
く

(分
子
に
至
る
ま
で
)
同

じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
物
学
的
に
見
れ
ば
、
究
極
の
収
斂
進
化
と
も
い
え
る
が
、

し
か
し
進
化
論
的
に
考
え
る
と
、

二
つ
の
環
境
が
視
覚
に
と

っ
て
適
応
的
に
有

意
味
な
要
素
に
関
し
て
大
き
く
異
な
る
と
す
れ
ば
、
二
人
の
志
向
的
主
体
が
物

理
的
に
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
繰

り
返
す
が
、
視
覚
に
関
し
て
標
準
的
な
双
子
地
球
タ
イ
プ
の
例
が
構
成
で
き
な

い
か
ら
と
い

っ
て
、
外
在
主
義
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
3
.
1

節
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
在
主
義
の
テ
ー
ゼ
と
は
結
局
、
視
覚
内
容

ぬ

り

は
個
体
の
内
的
状
態

の
み
に
依
存
生
起
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
述
べ
た
よ
う
に
、個
体
の
物
理
的
な
内
的
状
態
に
依
存
生
起
・す
る
と
し
て
も
、

そ
こ
か
ら
直
ち
に
個
体
主
義
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
進
化
論
的
か

つ
物

ヘ

へ

あ

理
的
な
法
則
的
必
然
性
の
故
に
、
視
覚
内
容
は
内
的
状
態
の
物
理
的
タ
イ
プ
と

ヘ

へ

環
境
的
特
性
の
両
方
に
依
存
生
起

す
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
反
個
体
主
義
的
な
双
子
地
球
タ
イ
プ
の
例
を
構
成
す
る
こ

あ

マ

へ

と
は
、
原
理
的
に
は
可
能
で
あ
る

(∪
9
≦
Φ
の
(H
㊤
㊤
b。
)
を
参
照
)
。
即
ち
、
物

理
的
に
同

一
で
あ
る
二
人
の
視
覚
主
体
の
も

つ
視
覚
表
象
の
内
容
が
、

一
方
は

四
角
形
に
つ
い
て
、
他
方
は
円
形
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
、
論
理

的
に
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
の
二
人

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
適
応
し
て
き
た
別
々
の
種
に
属
す
る
場
合
の
み
で
あ

る
。進

化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
の

一
つ
は
、私
が
思
う
に
、

そ
れ
に
よ

っ
て
、
視
覚
内
容
の
も

つ
現
象
的
性
格
を
表
象
的
に
扱
う
こ
と
が
可

能
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
竃
o
O
冒
昌
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
視
覚
内
容
は
そ
の

現
象
的
性
格
に
よ

っ
て
本
質
的
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
表
象
内

容
と
は
別
の
単
な
る
付
随
現
象
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
事
物
が
ど
の
よ
う
に

見
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
志
向
的
主
体
の
識
別
能
力
や
行
動
を
左
右
す
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
そ
れ
は
主
体
の
内
的
状
態
に
依
存
生
起
す
る
も

の
と
広
く
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
外
在
主
義
を

一
見
困
難
な
立
場
に

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
∪
9≦
Φ
ω
は
、
現
象
的
性
格
を
表

象
内
容
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
困
難
を
あ

っ
さ
り
と
回
避
し
て

(15
)

い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
回
避
は
外
在
主
義
者
に
と

っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
外
在
主
義
の
眼
目
は
、
・心
的
状
態
が
そ
れ
の
も
つ
志
向
的
性
質
を

も
つ
の
は
な
ぜ
な
の
か
に
つ
い
て
、
自
然
主
義
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
説
明
を

与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
あ
る
心
的
状
態
の
志
向
的
性
質
が
特
定
の
現
象
的
性
格

に
よ

っ
て
本
質
的
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
場
合
、
外
在
主
義
者
の
な
す
べ
き
こ
と

は
、
そ
の
心
的
状
態
が
そ
の
現
象
的
性
格
を
も

つ
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
追
求
す

視覚に関する外在主義213



る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際

そ
れ
を
外
在
主
義
的
に
追
求
す
る
と
す
れ
ば
、

望
み
の
あ
る
唯

一
の
道
は
進
化
論
的
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

既
に
上
の
議
論
で
示
唆
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
現
象
的
性
格
が
内
的
状
態
に

依
存
生
起
す
る
こ
と
を
認
め
て
も
、
そ
れ
が
内
的
状
態
の
み
に
依
存
生
起
す
る

こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
あ
る
条
件
下
で
あ
る
可
視
的
対
象
を
目

の
前
に
し
た
と
き
、、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
は
、
そ
の

視
覚
系
が
系
統
的
に
ど
の
よ
う
な
環
境
で
ど
の
よ
う
に
進
化
し
て
き
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
と
切
り
離
し
て
説
明

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(眼
と
い
う
複
雑

で
精
巧
な
器
官
の
存
在
を
、
自
然
淘
汰
の
概
念
を
持
ち
出
さ
ず
に
は
説
明
で
き

な
い
の
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
)
も
し
、
そ
の
視
覚
系
が
異
な
る
系
統
に
属
し

て
い
た
な
ら
ば
、
同
じ
環
境
に
対
す
る
適
応
で
も
、
そ
の
物
理
的
組
成
の
違
い

の
た
め
に
異
な
る
仕
方
で
進
化
し

、
そ
の
結
果
、
そ
の
現
象
的
性
格
も
非
常
に

異
な

っ
た
も
の
に
な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

現
象
的
性
格
を
表
象
内
容
と
区
別
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
い

え
る
の
は
、
現
象
的
性
格
が
種
や
系
統
に
相
対
的
な
特
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
形
や
色
な
ど
の
可
視
的
特
性
が
特
定
の
生
物
種
に
相
対

的
な
客
観
的
特
性
で
あ
る
と
い
う

こ
と
と
本
質
的
に
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

5

結
び
に
代
え
て

最
後
に
、
視
覚
に
関
し
て
私
が
擁
護
す
る
外
在
主
義
に
対
し
て
抱
か
れ
る
で

あ
ろ
う
懸
念
に
つ
い
て
、

一
言
述

べ
て
お
き
た
い
。
そ
の
懸
念
は
ス
ワ
ソ
プ

マ

ン
の
例
に
よ

っ
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
沼
地
に
半
分
沈
ん
で
い
た
丸
太
に
雷

が
落
ち
た
結
果
、
物
理
的
に
は
あ
な
た
と
全
く
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
存
在
者

(16
V

が
突
然
出
現
し
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
が
ス
ワ
ン
プ

マ
ン
で
あ
る
。
あ
な
た
と
ス

ワ
ン
プ

マ
ン
の
決
定
的
な
違
い
は
、
あ
な
た
が
長
い
進
化
の
歴
史
の
産
物
で
あ

る
の
に
対
し
、
ス
ワ
ン
プ

マ
ン
は
全
く
の
偶
然
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
さ
て
、
ス
ワ
ン
プ

マ
ン
は
あ
な
た
と
全
く
同
じ
視
覚
表
象
を
も

つ
だ
ろ

う
か
。
「
も
つ
」
と
答
え
た
く
な
る
人
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
進
化

論
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
ス
ワ
ソ
プ

マ
ソ
は
少
な
く
と
も
あ
な
た
が
も
つ

の
と
同
じ
タ
イ
プ
の
視
覚
表
象
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
帰
結
は
直
観

に
反
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
そ
の
直
観
は
個
体
主
義
者
を
動

機
づ
け
て
い
る
も
の
と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
。
(個
体
主
義
者
は
こ
の
例

を
、
外
在
主
義
を
背
理
法
的
に
反
駁
す
る
も
の
と
し
て
見
な
す
に
違
い
な
い
。)

だ
が
、
た
と
え
直
観
に
反
す
る
と
し
て
も
、
表
象
が
機
能
に
よ

っ
て
決
ま
り
、

視
覚
の
場
合
、
そ
の
機
能
が
系
統
的
な
進
化
の
歴
史
に
よ

っ
て
決
ま
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
帰
結
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
真
理
は
し
ば
し
ば
直
観
に
反
す
る

も
の
で
あ
る

(初
め
の
う
ち
は
)
。
た
だ
、
私
と
し
て
は
、
視
覚
に
関
す
る
外

在
主
義
を
維
持
す
る
た
め
の
最
良
の
方
策
は
、
ス
ワ
ソ
プ

マ
ン
の
誕
生
す
る
可

能
性
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
詳

(17
)

し
く
論
じ
る
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

1注
)

個

体

主

義

の

方

法

論

的

な

い

し

形

而

上

学

的

擁

護

に

つ

い

て

は

聞
o
◎
o
「
(
H
ゆ
Qo
『
矯

O
げ
。b◎
)
、

そ

れ

に

対

す

る

批

判

に

つ
い

て

は

竃

o
Ω

o
旨
「o
o閑

(
一Φ
Φ
昌
)
、

国
αq
9
昌
(μ
ゆ
ゆ
ド
)

等
を

参

照

。
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(2

)

((

43
))

 

(5

)

((

76
))

((

98
))

切
霞
αq
Φ
の
解

釈

に

対

す

る

批

判

に

は

、

彼

の
議

論

か

ら

は

髯

坦
霞

の

理

論

が

非

個

体

主

義

的

で
あ

る

と

は

言

え

な

い
と

す

る

も

の

と

、

彼

の
議

論

に
対

し

て

ζ

9
霞

の

理

論

が

個

体

主

義

的

で

あ

る

と

主

張

す

る

も

の
と

が

あ

る

。

前

者

の

タ

イ

プ

と

し

て

ω
什奠

巴
翅

(
ド
㊤
㊤
O
"

O
》
・◎◎
㊤
臣臣
)
、

財
螽
昌
8

ω
0
9

集

H
㊤
Φ
H
)
、

ω
げ
昌

詫
o
(
μ
㊤
㊤
GQ
)
、

後

老

の

タ

イ

プ

と

し

て

ω
Φ
αq
巴

(
H
⑩
。。
ρ

μ
⑩
⑩
H
)
、

国
αq
畧

(H
り
㊤
ど

お

り
b。
)

等

を
参

照

。

ま

た

、

切
珪

αq
Φ
を

擁

護

す

る

も

の

と

し

て

は

u
p
丘
Φω
(
HΦ
り
ど

H
㊤
㊤
卜。
)

を

参

照

。
さ

ら

に

、
護

笹
逵

の

理

論

が

個
体

主

ヘ

マ

義
的
で
あ

る
と
す

る
も

の
に
は
、
視
覚
内
容
が

個
体

主
義
的

に
決
定
さ

れ
る

ぬ

マ

と
す
る
も

の
と

、
視
覚
内

容
で
は
な
く
状
態
が

個
体

主
義
的

に
決
定
さ

れ
る

と
す
る
も
の
と
が
あ

る
。
こ
こ
で
関
係
す
る

の
は
後
者
で
あ
る
。

竃
"霞

の
視
覚

理
論
に

つ
い
て
は
寓
凶
鞋
(
お
GQ
卜o
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

窰
四
霞
が

「
計
算
理
論

の
レ
ベ

ル
」

と
呼
ぶ
も

の
を

こ
こ
で
は
、
ω
8
お
ぎ
く

(ド
O
㊤
O
)
に
倣

っ
て
、
「
生
態

学
的
レ
ベ
ル
」
と
呼
ん

で
い
る
。

な
お

、
しU
ロ
お
Φ
は

こ
の
議
論

を
竃
曽
疑

の
視
覚

理
論
と
は
独
立

で
あ
る
と

し

つ
つ
も

、
そ
れ

ら
は
互

い
に
支

え
合
う
も

の
で
み
る
と
主
張
す

る
。
と

い
う

の
も
彼
に
よ
れ
ば
、
冨
霞
「
の
視
覚
理
論
は
視
覚
系
が
客
観
的
情

報
を
処
理
す

る

こ
と

に
成
功

し
て

い
る
と
前
提
し
た
う

え
で
、
い
か
に
そ

の
情
報
を

処
理

し

て
い
る
か
を
説
明
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。

つ
ま
り

、
竃
o
霞
の
理
論
が

"成
功
依
存
的
"

で
あ
る

こ
と
を
根
拠

に
、
切
ロ
蹟

①
は
そ

の
理
論
が
非
個
体

主
義
的

で
あ

る
と
論
じ
て

い
る

の
だ
が

、
そ
れ

に

つ
い
て
は
4
節

(
4
.
2
)

の
注
13
を
見
よ
。

9

.
ω
Φ
oq
巴
(ま
置
)
」
≦
0
9
茸

(H
O
◎。
P

署

●切
Q。
ー
O
O
)
.

4
節
で
論
じ
る
よ
う

に
私
は
、
そ

の
よ
う
な
部

分
的

コ
ミ

ッ
ト

で
さ

え
、
視

覚
内
容

に
関
し
て
は
許
容

し
難

い
と
考

え
て
い
る
。

こ
の
例
は
も
と
も
と
竃
o
O
冒
づ
(
HΦ
◎Q
Φ
℃
b
.①
O
)
に
由
来
す
る
。

も

っ
と
も
、

こ
の
双
子
地
球
の
よ
う

に
光

の
振

る
舞

い
が

こ
れ

ほ
ど
大
き
く

地
球

の
場
合
と
異

な
れ

ば
、
そ

の
影
響

の
及
ぶ

と
こ
ろ
は
四
角
形
と
円
形

の

(
10
)

(
11
)

(
12

)

二
種
類

の
可
視
的

性
質

に
と
ど
ま
る
も

の
で
は

な
く
、
し
た
が

っ
て
、
こ
の

例
は
実
際
も

っ
と
複
雑

で
あ
ろ
う
。
だ
が

こ
の
例
の
意

図
は
、
近
接
刺
激
を

固
定
さ
せ
た
ま
ま
遠
隔
刺

激
を
置
き
換
え

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
視
覚
表
象

の

タ
イ
プ

を
変

え
ら
れ

る
か
ど
う
か
を
問
う

こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
故

に
、

双
子
地
球
人

で
は
な
く

地
球
人
が
双
子
地
球

に
お

い
て
ど

の
ダ
イ
ブ

の
視
覚

表
象

を
も

つ
か
が
問
題

で
あ

る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な

お
、

そ
の
双
子
地
球

に
治

い
て
四
角

形
や
円
形
は
ど

の
よ
う

に
視
覚
的
に
表
象
さ

れ
る
か
に
関

す
る
ζ
oO
貯
昌
(圃げ
達
)
の
議
論
は
、
そ
の
問
題

の
志

向
的
主
体
が

地
球
人
で
あ
る
か

双
子

地
球
人
で
あ
る
か

の
区
別

が
厳

密
で
は
な
く
、
そ

の

分

説
得
力
を
欠
く
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

因
果
的
相
関
説
を
擁
護
す

る

一.
つ
の
や
り
方
は

、
そ
こ
で
、
視
覚
表
象

の
タ

イ
プ

が
行
動
的
適
応

に
伴

っ
て
変
化
す
る
と
主
張

す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ

が

、
個
体

の
レ
ベ

ル
に
お
け
る
適
応
と
、
種
な

い
し
系
統

の
レ
ベ
ル

に
お
け

る
適

応
と
を
区
別
す
る

必
要
が

あ
る
。
以
下

で
論

じ
る
よ
う
に
、
視
覚
表
象

の
タ
イ
プ

の
決

定

に
関
与

す
る

の
は
専

ら
後
者

で
あ

る
と
私

は
考

え

て
い

る
。

ω
ゲ
碧
貯
o
(H
り
⑩
GQ
)
も

、
bd
霞
oq
o
と
ω
Φ
αq
巴
の
両
方

を
批

判
し
て
、
視
覚
表
象

の
個
別
化

を
問
題

に
す
る
に
は
、
ま
ず
冨
9。霞
の
計
算

理
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い

て
視
覚

の
課
題
を
特
定

し
な
い
限
り
、
思
考
実
験

は
役

に
立
た
な

い
と
論
じ

て
い
る
。

表

象

と
機

能

の

関

係
.に

関

す

る

以

下

の

い
く

つ
か

の

論

点

は

U
話

け
-

。。犀
Φ
(日
㊤
Φ
9

0ゲ
・昌
)

に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き

い
。
な

お
、
知
覚
表
象
を
生
物

学

的
機

能
の
観
点
か
ら
捉

え
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は

窓
讐
夢
Φ
5
(昌
り
◎Q
QQ
)

に
も
見

ら

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
機
能
主
義
を
体
系
的

に
展
開

し
て

い
る
哲

学
者

と
し
て
幻
・O
●冒
農

訂
昌
が
有
名
で
あ
る
が
、
彼
女
は
主

に
言
語

が
関
わ

る
高
次

の
志

向
性
を
問
題
に
し
て
お
り
、

こ
こ
で
私
が
論
じ

る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
そ
れ

よ
り
い
く
ぶ
ん
控
え
め
な
も

の
で
あ
る
。
そ

の
ア
プ

ロ
ー
チ
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(
13
)

(14
)

が
知
覚
よ
り

も
高
次

の
志

向
的
状
態

に
対
し
て
ど

の
程
度
有
効
で
あ
る
か
は

慎

重

に

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

だ

ろ

う

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

ω
け費
o
ぎ
団
(H
り
Φ
O
》
o
げ
.①
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

表
象
は
機
能
を
要
求
す
る
と

い
う
ポ
イ

ン
ト
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
窰
口逵

の

理
論

に
お
け

る
生
態

学
的
レ
ベ

ル
の
役
割

の
意
義
が
自
ず
と
見

え
て
く
る
。

即
ち
、
視
覚
を

問
題

に
す
る

に
は

、
ま
ず

そ

の
機
能

の
存
在

を
前
提

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
機
能

の
存
在
を
前
提
す

る

こ
と
は
、
結
局

、
そ
の
視
覚

系

を
も

つ
生
物
が

そ
の
環

境
に
あ
る
程
度
適
応

し
て

い
る

こ
と
を
前
提

す
る
に

等
し

い
。
だ
が

、
具
体

的
に
環
境

の
ど

の
要
素

に
関
し
て
適
応
し

て
い
る
か

は
ア
プ

リ
オ

リ
な
問
題

で
は
な

い
。
そ

の
問

題
は
主
に
、
適
応

に
関

す
る
特

定
の
仮
説
を
立

て
た
う

え
で
、
そ

の
視
覚

の
説
明
が
う
ま
く

い
く

か
ど
ヶ

か

に
よ

っ
て
答

え
ら
れ

る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故

、
竃
鋤
霞
の
理
論
は
、
視
覚

に

つ
い
て

　
定

の
適
応

を
前
提

し
て
い
る
点
で
、
切
霞
αq
o
が
言
う

よ
う

に
、

"成

功
依
存

的
"

で
あ

る
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
か
ら
ζ
9
霞
の
理
論
が
非
個
体

主

義
的

で
あ

る
と
言
え

る
わ
け

で
は
な

い
。
U
①
導

⑦
詳
(H
㊤
Qo
"
博
Oゲ
ω
・『
鴇QQ
)
は
方

法

論
的
観
点
か
ら
認
知
科

学
や
進
化
生
物
学

に
お

け
る
適

応
主
義
を
擁
護

し

て
い
る
が
、
窰
9
畦

の
適
応
主
義
的
前
提
も
専

ら
方

法
論
的
な
も
の
か
も
し
れ

な
い
。

つ
ま
り
、
適
応

主
義

が
あ
く
ま

で
方
法
論
的

な
い
し
発
見
的
な
も

の

に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ

れ
は
視

覚
表
象

の
個
別
化

の
問
題

と
は
独
立

で
あ
り

得

る
だ

ろ
う

。

髯
o
O
言
昌
は
、
知
覚
内

容
に
関
し
て
、
特
性

(O
「
O
℃
O
巴け矯
)
の
実
在
論

に
基
づ

い
て
、
弱

い
外
在
主
義
は
成
り
立

つ
と
し
て

い
る

(H
㊤
Q。
P

b
.①
Φ
)
。
だ
が
私

に
言
わ
せ
れ
ば
、
視
覚
内
容

に
関
し
て
彼
は
十
分

に
個
体

主
義
者

で
あ
る

。

な
ぜ

な
ら
、
.彼

の
い
う
弱

い
外

在
主
義
は
、
環
境
と

の
因
果
的
相
互
作
用
を

要
求
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
私

の
理
解
で
は
、
外
在
主
義

は
、
視

覚
表
象

は
、

る

へ

何
れ

の
レ
ベ
ル

に
お

い
て
で
あ

れ
、
環
境
と

の
因
果
的
相

互
作
用

の
故
に
そ

の
内
容
を
も

つ
、
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(15

)

(16

)

(17

)

U
碧
δ
ω
(H
Φ
O
bo
導
"
.蔭
ω
)
を
参

照
。
彼
が
述

べ
て
い
る
よ
う

に
、
現
象
的
性
格

を
知
覚
内
容
か
ら
区

別
し
、
前
者
が
同

じ
で
あ
り
な
が
ら
後
者
が

異
な
り
得

る
と
す
る
考
え
方

は
、
切
霞
ゆq
Φ
に
も
見
ら
れ
る
。

あ
な
た
の
存
在

は
、
こ
の
存
在
者

の
出
現
と
因
果
的

に
は
何

の
関
係
も
な

い
。

そ
の
す
ぐ
後

に
述

べ
ら
れ
て

い
る
よ
う

に
、
こ
の
存
在
者
は

、
.進
化

的
歴
史

と
は

い
か
な
る
意
味

に
お
い
て
も
関
係
を
も

た
な

い
全
ぐ

の
偶
然

の
産
物

で

あ
る
。

本
稿
は
京
都
科
学
哲

学

コ
ロ
キ

ア
ム
の
例
会

(
一
九
九
七
年
十

一
月

二
日
)

及
び

日
本
科
学
哲
学
会

第
三
十

回
大
会

(
一
九
九
七
年
十

一
月
十

五
日
)

に

お
け
る
発
表

の
草
稿

に
基
づ
く
。
有
益
な
質

問
や

コ
メ

ン
ト
を
く
だ

さ

っ
た

方

々
に
感

謝
し
ま
す
。
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                  Externalism Concerning Vision. 

                         Takahiro MAEDA 

   In this paper I take up a problem of the individuation of visual states pertaining to the classifica-

tion of mental states in scientific psychology, and pursue the path externalists should take toward it. 

First, I show the character and significance of the problem by explaining the difference between exter-

nalism concerning perception in general and orthodox externalism concerning belief etc. (§ 2). Next, I 

clarify the basic thesis of externalism concerning vision by indicating three points we should take note 

of it ( § 3). And, after distinguishing two possible forms of externalism, that is, the causal-covariance 

theory and the teleo-functional theory, I explain why the latter should be preferred ( § 4). According to 

an evolutionary approach I endorse, externalism concerning vision is a natural consequence of the fact 

that the eye is a product of evolution by natural selection. 
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