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言
語

の
よ
う
な
精
神

ー

W

・
セ
ラ
ー
ズ

の
類

比
説
に
関
す
る

一
考
察

ー

菅
野

盾
樹

〈
要
旨
〉

心
を
ど

の
よ
う

な
も

の
と
し

て
概
念
化
す

る
か
、
身
体
と
心
と

の
関
係
を
ど

の
よ
う

に
説
明
す

る
か
。

こ
れ
ら

の
問

い
を
考
究
す

る
哲

学
の
部
門
は
、
ふ

つ
う

マ
心
の
哲
学
」

(9

二
〇
ω
o
℃
菖

o
h
8
5
Ω
)
と
呼
ば

れ
て

い
る
。

W

・
セ

ラ
ー
ズ

(≦
ま
巨
匹
ω
Φ
=
巽
ρ

一
九

=

}1

一
九

八
九
)

は
、
心

の
哲
学

に
関

し

て
早

い
時
期

に

一
種

の
機
能
主
義

を
提
唱

し
た
人
物
と
し

て
知

ら
れ

て
い
る
。
本
稿

の
目
的
は

、
彼

の
機
能

主
義
を
批
判

的

に
再
構
成

し

つ
つ
、
そ

の
メ
リ

ッ
ト
と
問
題
点

と
を
明
ら

か
に
す

る
こ
と

に
あ

る
。

セ
ラ
ー
ズ

の
機
能
主
義

は
、
理
論
構
成

の
観
点
か

ら

い
え

ば
、
機
能
主
義
意
味

論
を

基
礎

と
し

て

い
る
。
旦
ハ体

的

に
い

っ
て
、
セ

ラ
ー
ズ

は
、

い
わ

ゆ
る

〈
心
的
状
態

>
1

ー

セ
ラ
ー
ズ

の
言

い
方
だ

と

〈
思
考

>
1

を
発
話
行
為

の
ア
ナ

ロ
ジ
ー

(類
比
)
と

し

て
構
成
さ
れ

た
理
論
的

概
念

と
見
な
す

の
で
あ

る
。
あ

た
か
も
、
古
代

の

ア
ト
ミ

ス

ト

が
、

マ
ク
ロ
な
物
体
と

そ

の
振
る
舞

い
を

〈
原
子

〉
と

い
う
不
可
視

の
理
論
的

構
成

物
を
言
説

に
導
入
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
説
明
し
た

の
と

、
類

比
説

(譽

巴
o
ひq
く
子
①
o
蔓

o
h
巨

コ
α
)
は
共
通

の
軌
道
を
走

っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
セ
ラ
ー
ズ

の
心

の
類
比
説
聾
機
能
主
義

の
正
否
は
、
機
能
主
義
意
味
論

の

正
否
に
か
か

っ
て

い
る
。
本
稿
の
観
察
も
も

っ
ぱ
ら

こ
の
点
に
集
中
す
る
。

筆
者
は

、
本
稿

で
お

こ
な

っ
た
考
察

の
結
論
と
し

て
、
セ

ラ
ー
ズ

の
機
能
主
義
意

味

論
が
多
く

の
メ
リ

ッ
ト

(〈
指
向

性

〉
概
念
を

メ
ン
タ
リ
ズ

ム
か
ら
救

出
し
う

る

の
は
そ

の

一
つ
)
を

そ
な
え
る
点
を
是
認

し

つ
つ
も
、
彼

の
方

法
的
行
動
主
義

が
要
請
す

る
言

語
観
を
根
本
的

に
更
新
す

る
必
要
を
強
調
し

て
い
る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

指

向

性

、

W

・
セ
ラ
ー
ズ
、
類
比
説
、
機
能
主
義

、
心

の
哲
学

一言 語の ような精神
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123456

前
編
の
内
容
*

意
味
と
心
l
l
問
題
の
発
端

意
味
論
的
文
は
指
向
的
で
あ
る
ー

チ
ザ
ム
の
主
張

チ

ザ

ム

の

メ

ン
タ

リ
ズ

ム

意
味
は
関
係
で
は
な
い
ー

セ
ラ
ー
ズ
の
意
味
論

類
比
説
の
あ
ら
ま
し

点
引
用
符
の
記
号
機
能

7

意
味
理
論
の
三
つ
の
柱

意
味
論
的
文
は
、
な
る
ほ
ど

「
記
述
的
情
報
」
を
伝
達
す
る

(だ
か
ら
そ
れ

は
偽
だ

っ
た
り
、
真
だ

っ
た
り
す
る
)。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
種
の
文
は
そ

れ
を

「確
言
す
る
」

(器
ω
Φ畧
)
わ
け
で
は
な

い
。
セ
ラ
ー
ズ
は
意
味
論
的
文
の

「独
自
さ
」
を
成
心
を
離
れ
て
受
け
と
め
る
よ
う
読
者
に
勧
め
る
。
チ
ザ
ム
の
手

紙
に
答
え
て
、
彼
は
ま
た
こ
う
も

述
べ
で
い
る
。
意
味
論
的
文
は
思
考
に
か
か

わ
ら
せ
て
分
析
で
き
な

い
し
、
ま

た
そ
れ
を
何
か
経
験
的
事
象
の

「記
述
」
と

か

「説
明
」
と
見
な
す
の
も
ー

そ
れ
を

「指
図
」
や

「正
当
化
」
と
見
な
す

の
が
不
都
合
で
あ
る
よ
う
に
ー

や
は
り
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「意
味
す
る
」

(ヨ
Φ
穹
)
と

い
う
動
詞
が
作
る
文
脈
は
、
こ
の
意
味
で

「独
自
な
談
話
様
式
の

核
」
(oo
お

o
頃
⊆
三
ρ
⊆
Φ
ヨ
0
9
Φ
9

ユ
一ωoo
ξ
ωΦ
)
だ
と

い
う
の
で
あ
る

多
。

か
と

い
っ
て

「独
自
さ
」
を
あ
げ
つ
ら
う
だ
け
で
は
、
意
味
論
的
文
を
理
解

す
る
た
め
に
役
に
立
た
な

い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
チ
ザ
ム
に
言
わ
せ
る
な
ら
、

意
味
論
的
文
の
分
析
を
心
的
指
向
性

に
か
か
わ
ら
せ
ず
に
完
遂
で
き
る
は
ず
は

な
い
の
で
あ

っ
て
、
セ
ラ
ー
ズ
は
単
に
意
味
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

「独
自
さ
」

と

い
う
空
疎
な
言
葉
で
所
説
を
偽
装
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

〔29
>。

た
し
か
に
、
セ
ラ
ー
ズ
が
意
味
論
的
文
の
独
自
さ
を
強
調
す
る
趣
旨
が
多
少

曖
昧
で
は
な
か
ろ
う
か
。
点
引
用
が
独
自
な
記
号
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
、
こ

れ
は
す
で
に
私
た
ち
の
確
認
事
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
の
機
能
(
〈
示
し
〉)

は
な
に
も
点
引
用
の
専
売
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
泣
き
顔
に
よ
る
悲
し
み
の
表

出
、
生
地
見
本
な
ど
に
も
共
通
す
る
記
号
機
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
者
に
認
め

ら
れ
る
の
は
、
あ
る
記
号

(言
語
要
素
、
泣
き
顔
、
布
切
れ
)
が
別
の
記
号

(点
引
用
さ
れ
た
言
語
要
素
、
〈
悲
し
み
〉
と
い
う
名
、
色
や
柄
の
名
)
の
適
用

さ
れ
る
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
の
記
号
自
身
を
指
示
す
る
、
と
い
う
構
造

で
あ
る
。
旧
世
代
の
研
究
者
が
記
号
の
代
表
作
用
に
の
み
注
意
を
払
う
結
果
、

他

の
作
用
を
無
視
し
記
号
の
働
き
を
矮
小
化
し
た
の
は
確
か
か
も
し
れ
な

い
。

セ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
点
引
用
の
導
入
は
記
号
機
能
に

一
つ
の
曲豆
か
さ
を
与
え
た
。

し
か
し
真
の
問
題
は
、
意
味
論
的
文
が
体
系
的
に
ど
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を

示
す
か
を
実
質
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
独
自
な
の
は
点
引
用
の
作

用
で
は
な
く
、
点
引
用
に
こ
と
寄
せ
て
構
想
さ
れ
た
意
味
理
論
そ
の
も
の
で
あ

る
。
私
た
ち
に
は
、
遺
憾
な
が
ら

い
ま
セ
ラ
ー
ズ
の
意
味
理
論
の
全
貌
を
明
ら

か
に
す
る
用
意
が
な

い
が
、
少
な
く
と
も
意
味
理
論

へ
の
堅
固
な
舗
石
を
据
え

る
た
め
の
予
備
的
考
察
だ
け
は
す
ま
せ
て
お
こ
う
。
当
面
の
考
察
は
以
下
の
三

点
に
わ
た

っ
て
い
る
。
①
点
引
用
分
析
は

「分
析
」
で
は
な
い
。
②
意
味
論
的

文
は

「記
述
」
で
は
な
い
。
③
指
向
性
は

「特
性
」

で
は
な
い
。
順
次
そ
の
内

容
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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①

ロ…引
用
分
析
は

「分
析
」

で
は
な

い
。

チ
ザ
ム
は
対
立
者
セ
ラ
ー
ズ

に
次

の
主
張
を
帰
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
思
考

の
意
味
機
能

(ヨ
Φ
鋤P
5

σq
)
は
言
語

の
そ
れ
に
よ
り
分
析
で
き
る
、
こ
の
逆
は

成
り
立
た
な
い
、
と

い
う

王
張
で
あ
る
。
チ
ザ
ム
に
す
れ
ば
、
言
語
的
指
向
性

は
心
的
指
向
性
に
基
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
心
的
指
向
性
を
リ
ア
ル
な
も
の
と

は
考
え
な

い
セ
ラ
ー
ズ
は
、
要
す
る
に
、
心
的
指
向
性
を
言
語
的
指
向
性

へ
還

元
し
て
い
る
と
し
か
映
ら
な
い
.3。
.。
だ
が
意
外
な
こ
と
に
、
当
の
セ
ラ
ー
ズ
は

こ
う
し
た
解
釈
を
甘
受
す
る
素
振
り

さ
え
見
せ
な
い
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
私

は
絶
え
て
言

っ
た
こ
と
は
な

い
し
、
も
ち
ろ
ん
逆
に
、
言
語
的
指
向
性
が
心
的

指
向
性
に
よ

っ
て
分
析
さ
れ
る
な
ど
と
、

一
度
も
称
し
た
こ
と
は
な

い
。
こ
の

種
の
発
想
を
お
こ
な
う
の
は
実
は
チ
ザ
ム
そ
の
人
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
作
り
出

し
た
幻
影
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
…
…
。
こ
う
し
た
趣
旨
の
こ
と
を

セ
ラ
ー
ズ
は
述
べ
て
い
る

歪
。

ど
ち
ら
の
言
い
分
が
も

っ
と
も
な
の
だ
ろ
う
か
。
紛
ら
わ
し
い
の
は

「分
析
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
あ
る
主
題
に
関
し
て
何
か
理
屈
を
立
て
て
論
℃
る
こ
と

を
す
べ
て

「分
析
」
と
い
う
語
で

一
括
す
る
の
は

い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
ろ
う
。

幸
い
セ
ラ
ー
ズ
は
、
チ
ザ
ム
の
言
葉

遣
い
を
念
頭
に

「分
析
」
に
つ
い
て
説
明

し
て
い
る
。
X
に
よ

っ
て
Y
を
分
析
す
る
と

い
う
事
態
は
、
X
の
概
念
を
有
す
・

ヘ

ヘ

へ

る
者
が
つ
ね
に
Y
の
概
念
を
も

つ
と

い
う
事
態
を
意
味
す
る

(も
ち
ろ
ん
逆
は

成
り
立
た
な
い
。
二

つ
の
概
念
を
も

つ
か
ら
と

い
っ
て
、

一
方
が
他
方
に
よ
り

分
析
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
)。
こ
の
場
合
、
論
理
的
次
元
に
即
し
て
い
う
な
ら
、

ヘ

へ

被
分
析
項
Y
と
分
析
項
X
と
は
意
味
が
同
じ
、

つ
ま
り
同
義

(ω
<⇒
O⇒
《
ヨ
O
⊆
ω)

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
実
在

の
次
元
に
即
し
て
い
う
と
、
Y
が
代
表
す

る
存
在
者
と
X
が
そ
う
す
る
存
在
者
に
差
し
引
き
過
不
足
が
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
種
の
分
析
は
前
の
点
で
は
理
想
的
な

「翻
訳
」
に
似
て
い
る
し
、
後

の
点
で

「還
元
」
を
お
こ
な
う
分
析
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
テ
キ
ス
ト
を
読
み

返
し
て
み
る
と
、
た
し
か
に
セ
ラ
ー
ズ
も
こ
の
意
味
で

「分
析
」
を
云
々
し
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

箇
所
が
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
古
典
的
な
意
味
論
的
文

の

「分
析
」
を
彼
が

拒
ん
で
い
る
箇
所
な
の
で
あ
る

蓼
。

意
味
論
的
文
の

「分
析
」
は
メ
ン
タ
リ
ス
ト
に
対
し
て
拒
ま
れ
た
だ
け
で
は

な
い
。
セ
ラ
ー
ズ
は
そ
れ
を
行
動
主
義
者
ー

彼
が

「
ス
キ
ュ
ラ
に
呑
み
込
ま

れ
し
者
」
と
呼
ぶ
人
々
i

に
も
き

っ
ぱ
り
と
拒
絶
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「意
味
す
る
」
を
は
じ
め

一
連
の
言
語
表
現
を
行
動
と
そ
の
性
向
に
よ

っ
て
分
析

す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る

〔お
.。
点
引
用
の
記
号
論
的

「独
自
さ
」
の

一
つ
の
眼

目
が
こ
う
し
て
浮
上
す
る
。
心
な
る
実
体

(あ
る
い
は
そ
の
作
用
た
る
心
的
指

向
性
)
と
身
体

(そ
の
様
態
と
し
て
の
行
動
な
い
し
性
向
)
の
二
項
対
立
を
離

ス

ダ

　

ト

れ
て
、
人
間
の
リ
ア
ル
な
あ
り
方
を
再
考
す
る
出
立
地
点
を
大
地
に
刻
み
込
む

こ
と
、
こ
う
し
た
企
図
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
意
味
で
の
み

「意

ヘ

ヘ

へ

味

す

る

」

と

い
う

述

語

は

一
種

独
特

(
oワ
⊆
一
ゆQ
①
P
Φ
「
一ω
)

で
あ

り

、

反

分

析

の
し

る
し

を

帯

び

る

か

ぎ

り

「
原

始

的
」

(嘆

ぎ

三

く
Φ
)

と

い
わ

ざ

る
を

得

な

い
の

で
あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も
ち
ろ
ん
意
味
論
的
文
の
独
自
さ
を
あ
る
べ
き

(悪
く
い
え
ば
独
断
的
)
形

而
上
学
の
高
み
か
ら
演
繹
す
る
の
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
。
点
引
用
の
反
分
析
性

は
要
請
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実
の
中
に
発
見
さ
れ
る
べ
き
だ
。
こ
の
点

を
め
ぐ
り
、
セ
ラ
ー
ズ
は
意
味
論
的
文
に
ま

つ
わ
る
特
異
な
事
情
を
指
摘
し
て

い
る
。
彼
に
い
わ
せ
る
な
ら
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

(≦
葺

oq
Φ
房
けΦ
言
)

言語の ような精神
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の
あ
の
格
率

「名
辞
の
意
味
と
は
そ
の
使
用
で
あ
る
」
は
、
こ
の
場
合
何
の
役

に
も
立
た
な

い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「意
味
す
る
」

の
意
味
を
分
析
す
る
た
め

の

「使
用
」
(⊆ω
Φ)
な
ど
、
ど
こ
を
捜
し
て
も
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
、
と
。

彼

の
い
い
た
い
趣
旨
は
概
ね
次

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
定
義
に
は
大
別
し

て
、
明
示
的
な
も

の
と
文
脈
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
は
ま
た

「使
用
上

の
定
義
」

(島
Φ
h一ヨ
一冖一〇
⇒
の
一コ
⊆
ωΦ
)
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
、
直
接
あ
か

ら
さ
ま
に
名
辞
を
ほ
か
の
名
辞
に
よ
り
置
き
換
え
る
代
わ
り
に
、
そ
の
名
辞
が

生
じ
る
文
脈
か
ら
間
接
的
に
そ
の
意
味
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「平
均
」
と
い
う
用
語
は
す
で
に
そ

の
意
味
が
規
定
さ
れ
た
語
だ
け
を
遣

っ
て
定

義
す
る
こ
と
が
で
き
る

(明
示
的
定
義
、
①巷
=
o
諄
山
践
艮
ま

ロ
ω)
。
そ
う
す
る

代
わ
り
に
、
「六
歳
の
男
児
の
平
均
体
重
は
約
二
十

一
キ
ロ
で
あ
る
」
と

い
っ
た

文
の
中
で
当

の
語
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
の
説
明
を
通
じ
て
、
そ

の
意
味
を
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
る

(使
用
上
の
定
義
)。
と
こ
ろ
で
、
文
脈
か

ら
意
味
を
囲

い
込
め
る
と
同
時
に
明
示
的
に
も
二
重

に
定
義
で
き
る

「平
均
」

の
よ
う
な
語
と
は
異
な
り
、
定
義

の
重
ね
合
わ
せ
が
は
な
は
だ
難
し
い
語
も
少

な
く
は
な

い
。
と
く
に
論
理
的
な
用
語
は
こ
の
点
で
困
難
を
き
わ
め
る
。
論
理

学
者
は

「か

つ
」
と
か

「ま
た
は
」
と

い
っ
た
論
理
語
に
真
理
値
表
を
用
い
て

た
だ
使
用
上
の
定
義
を
与
え
う
る
に
す
ぎ
な

い
し
、
コ
ブ
ラ

(繋
辞
)
と
し
て

の

「あ
る
」
が
明
示
的
定
義
を
受
け
付
け
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
コ
ブ
ラ
と

ヘ

ヘ

へ

は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
、
と
い
っ
た
途
端
に
定
義
項
に
コ
ブ
ラ
へ
の
言
及
が
紛
れ

込
む
か
ら
で
あ
る
。
「意
味
す
る
」
は
こ
れ
ら
の
論
理
的
用
語
に
酷
似
し
て
い
る
。

談
話
の
中
で
体
系
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
く
せ
に
、
あ
か
ら
さ
ま
な
定
義
を

つ
ね
に
滑
り
抜
け
て
し
ま
う
。
か
と

い
っ
て
、
そ
れ
に
使
用
上
の
定
義
を
附
与

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「か
つ
」
と
か

「あ
る
」
と
か
に
こ
の
種
の
定
義
を
適
用
で

き
る
と
い
う
意
味
に
近

い
意
味
に
お
い
て
な
ら
、
た
し
か
に
そ
う
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
定
義
は
明
示
的
意
義

へ
の
切
り
替
え
が
き
か
な
い
。

そ
の
点
で
分
析
可
能
な

「使
用
」
を
伴
わ
な

い
の
だ
。

他
の
言
語
要
素
と
規
則
的
に
結
合
す
る
と

い
う
意
味
で
は
、
な
る
ほ
ど

「意

味
す
る
」
は
固
有
の
使
用
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
定

性
を
何
ら
か
の
特
性
と
し
て
結
晶
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
「あ
る
」
や

「ま
た
は
」
は
特
性

(存
在
性
や
選
言
性
!
)
を
指
示
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
「英

ヘ

へ

語
の

σ
Φは
あ
る
を
意
味
す
る
」
か
ら

♂
Φが
意
味
す
る
何
か
が
あ
る
」
を
推
論

ヘ

ヘ

ヘ

へ

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
「日
$

コ
は
意
味
す

る
を
意
味
す

る
」
か
ら

「ヨ
8
昌
が
意
味
す
る
も
の
が
存
在
す
る
」
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
し

か
に
非
の
打
ち
所
の
な
い
推
論
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
察
の
糸
に
手
繰
り

寄
せ
ら
れ
た

「も
の
」
は
、
そ
れ
を

「特
性
」
と
呼
ぼ
う
が
呼
ぶ
ま
い
が
、
お

よ
そ
何
物
で
も
な
い
蓼
。

②
意
味
論
的
文
は

「
記
述
」
で
は
な

い
。

意
味
に
関
す
る
チ
ザ
ム
の
主
張
に
は
、
こ
れ
ま
で
考
察

の
的
に
し
た
、
思
考

に
よ
る
分
析
の
体
裁
を
と
る
も
の
の
ほ
か
に
い
く
つ
か
別
の
形
態
が
あ

っ
た
。

前
出
の
よ
う
に
、
「語
の
意
味
や
使
用
を
記
述
す
る
の
に
遣
う
文
は
通
常
指
向
的

ヘ

へ

で
あ
る
」
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
た
と
え
ば
文

「ひq
ぴ
9
は
英
語
で
巨
人
を
意
味

す
る
」
に
は
、
巨
人
が
い
る
と
も
い
な
い
と
も
、
そ
う
し
た
存
在
に
関
す
る
含

意
が
と
も
な
わ
な
い
。
こ
の
文

の
否
定
形
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
彼
が
開
発
し
た
指
向
性
の
基
準
で
測
定
す
る
と
、
こ
の
文
か
ら
は
指
向
性
な
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る
性
状
が
検
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
言
語
的
指
向
性
の
根
拠
が
心
的
な
そ
れ
に
あ

る
こ
と
は
自
明
だ
か
ら

(と
チ
ザ
ム
は
断
定
す
る
)
、
意
味
論
的
文
が
言
語
の
意

味
を

「記
述
す
る
」
事
実
は
、
「思
考
」
を
基
本
用
語
に
採

っ
て
分
析
で
き
る
に

違

い
な

い
。
し
か
し
、
チ
ザ
ム
の
こ
の
推
断
を
牽
引
し
た
の
は
、
す
で
に
確
認

済
み
の

「意
味
論
的
文

の
分
析
」
と

い
う
当
を
得
な
い
観
念
と
、
分
析
を
遂
行

す
る
に
は
た
だ
二
つ
の
見
地
し
か
な

い
と
い
う
、
彼
が
自
分
で
背
負

い
込
ん
だ

前
提
で
あ
る
。
彼
は
言
葉

の
意
味
の
解
明
が
思
考
に
よ
り
な
さ
れ
る
か
、
あ
る

い
は

(行
動
主
義
的
意
味
あ

い
で
)
行
動
に
よ
り
な
さ
れ
る
か
、
ど
ち
ら
か
で

し
か
な

い
、
こ
れ
に
第
三
の
抜
け
道

は
あ
り
得
な

い
と
頭
か
ら
決
め
て
い
る
。

と
は
い
え
、
他
人
が
彼
の
敷
設
し
た
道
を
追
随
す
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
。

他
方
、
セ
ラ
ー
ズ
が
倦
ま
ず
明
示

に
努
め
て
い
る
の
は
、
古
典
的
二
元
論
か

ら
は

「第
三
位
」
を
押
し

つ
け
ら
れ

て
は

い
る
が
、
実
は
二
元
論
の
序
列
に
甘

ん
じ
る
は
ず
も
な

い
も
の
、
こ
の
意

味
で

「独
自
な
も
の
」
(ω三

伽q
Φ
5
興
一ωV
、

む
し
ろ
そ
の
ま
ま

で
は
可
知
性
を
欠
く
古
典
的
二
元
論
に
そ
れ
を
恵
む
点
で
固

有
の
首
位
を
護
る
も

の
、
こ
う
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
面
問
題
な

の
は
、
「意
味
論
的
文
が
記
述
を
行
う
」
と
い
う
チ
ザ
ム
の
理
解
で
あ
る
。

意
味

へ
の
確
実
な
ル
ー
ト
を
築
く
た
め
に
私
た
ち
が
据
え
る
舗
石
は
、
ま
た

し
て
も
否
定
的
な
そ
れ
だ
。
セ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
と
、
意
味
論
的
文
は
何
も
記
述

し
な
い
と

い
う

霪
。
「記
述
」
と

い
う
用
語
に
彼
が
明
示
的
定
義
を
施
し
て
い

る
形
跡
は
な

い
。
そ
の
真
意
は
推
し
量
る
ほ
か
は
な
い
が
、
セ
ラ
ー
ズ
の
主
旨

は
お
お
よ
そ
明
ら
か
で
あ
る
。
言
葉

に
含
ま
せ
た
り
、
ほ
の
め
か
し
た
り
、
あ

ら
わ
に
展
示
し
た
り
す
る
か
わ
り
に
、
は

っ
き
り
言
葉
に
出
し
て
語
る
と
き
、

人
は
記
述
し
て

({μΦ
ωO
N
コリΦ
ω)

い
る
。
「こ
の
林
檎
は
赤
い
」
、
「彼
は
背
が
高

い
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
記
述
で
あ
る
。
前
の
文
で
話
し
手
は
、
い
か
に
も
林
檎

を
食
べ
た
そ
う
な
口
調
で
暗
に
林
檎
を
欲
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
の

〈
欲
求
〉
は
記
述
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い

(「話
し
手
は
林
檎
を

欲
し
て
い
る
」
が

く
欲
求
V
に
言
及
し
た

「記
述
」
で
あ
る
こ
と
と
比
較
せ
よ
)。

こ
う
し
た
意
味
で
、
意
味
論
的
文
は
何
も
記
述
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
事
柄
が
紛
糾
す
る
の
は
、
チ
ザ
ム
が
理
解
す
る

「記
述
」
に
問
題
の

ヘ

ヘ

へ

文
が
あ
る
点
で
合
致
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
味
論
的
文
は
真
理
値

ヘ

ヘ

へ

を
担
う

の
だ
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
文
は
記
述
的
情
報
を
伝
達
す
る
。
「
こ
の
林

檎
は
赤
い
」
が
話
し
手
の
心
理
に
つ
い
て
何
か
を
伝
達

(記
述
で
は
な

い
)
す

る
よ
う
に
、
そ
の
う
え
伝
達
さ
れ
た
内
容
が
真
や
偽
で
あ
り
う
る
よ
う
に
、
意

味
論
的
文
に
内
容
が
伴
う
か
ぎ
り
そ
れ
は

「記
述
的
」
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の

点
を
否
定
す
れ
ば
セ
ラ
ー
ズ
は
意
味
理
論
構
築
の
あ
ら
ゆ
る
足
場
を
失
う
だ
ろ

う
。
と

い
う
の
も
、
も
し
そ
う
す
れ
ば
意
味
論
的
文
が
真
理
値
を
担
う
こ
と
自

体
が
リ
ア
ル
な
意
義
を
失

い
、
単
な
る
思
い
な
し
に
変
質
し
て
し
ま
う
か
ら
。

次
に
こ
の
点
を
は

っ
き
り
見
届
け
て
お
こ
う
。

セ
ラ
ー
ズ
は
、

「意
味
す
る
」

と

い
う

語

の
特
異

な
性
状
を

「
べ
し
」

(o
⊆
oq
算
)
に
比
較
し
て
、
二
つ
と
も
選
言
や
否
定
な
ど
の
論
理
語
で
は
な
い
点

で

「記
述
的
」
で
あ
る
と
言
え
ば
言
え
な

い
こ
と
は
な
な
い
、
と
述
べ
て
い
る

3̂,v。
問
題
の
理
解
に
と

っ
て
、
対
象
の
階
型

(な
ロ
Φ
)
と

い
う
観
点
が
有
用
か

も
し
れ
な
い
璽
。
あ
る
も
の
を
第
0
階
の
階
型
に
置
く
と
す
る
。
す
る
と
、
こ

の
対
象
に
つ
い
て
記
述
す
る
語
が
代
表
す
る
も
の

(特
性
)
に
は

一
段
上
の
第

一
階
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
こ
の
花
が
第
0
階
だ
と
す
れ
ば
、

花
の
赤
さ
は
第

一
階
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
意
味
論
的
語
が
代
表
す
る
も

の
は

言語 の ような精神
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(も
し
も
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
)、
文
の
内
容
の

一
部
で
あ
り
な
が
ら
、

ヘ

へ

第

一
階
の
特
性
で
は
決
し
て
な
い
。
「ひq

冨
韓
は
巨
人
を
意
味
す
る
」
を
セ
ラ
ー

ズ
は

置
置
三
は

・
巨
人

・
で
あ
る
」
と
読
み
変
え
る
。
す
な
わ
ち
意
味
論
的
文

の
産
出
は
言
語
要
素
を
そ
の
機
能
に
従

っ
て
分
類
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
美
術
鑑
定
家
が
あ
る
絵
画
の
作
者
が
誰
で
あ
る
か

を
割
り
出
す
作
業
に
似
て
い
る
。
彼
は
作
品
の
諸
々
の
特
性
を
子
細
に
調
べ
る

だ
ろ
う
。
だ
が
作
品
が
特
定
の
作
家
に
帰
属
す
る
と
い
う

「特
性
」
は
、
そ
れ

ら

の
特
性
の

一
つ
で
は
な

い
し
、
そ
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

鑑
定
家
に
な
し
う
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
絵
の
特
徴
を

「総
合
」
し
て
判
断
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

導
く
こ
と
に
す
ぎ
な

い
。
問
題
は
個
別
的
な
作
品
の
特
性

の
特
性
、
つ
ま
り
第

二
階

の
特
性
な
の
で
あ
る
。
意
味

論
的
文
に
盛
ら
れ
た

「記
述
的
」
情
報
は

ヘ

ヘ

へ

「意
味
作
用
」
と
い
う
特
性
を
指
示
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
土
台
そ
う
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
特
性
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
味
論
的
文
が
あ
る
意

味
で

「記
述
的
」
な
の
は
、
こ
の
文
に
と
も
な
う
事
実
的
特
性

(い
わ
ば
文

の

素
材
と
生
地
)
の
お
陰
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
言
語
要
素
の
機
能
を
支

え
る
条
件
の

一
つ
は
、
こ
の
要
素
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
上
の
特
性
を
も

つ
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば

ひq
す
茸
と
い
う
発
語
に

〈
巨
人
〉
印
を
捺
す
に
は
、

こ
の
個
別
的
な
発
語
が
他
の
発
語
と
の
連
関
で

一
定
の
特
徴
を
有
す
る
事
実
を

認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
以
下
で
ま
た
触
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

働
指
向
性
は

「特
性
」

で
は
な

い
。

点
引
用
は
分
析
を
意
図
し
な
い
。
そ
も
そ
も
意
味
論
的
文
は
記
述
を
と
も
な

わ
な

い
。
そ
れ
と
い
う

の
も
、
指
向
性
と
は
チ
ザ
ム
が
信
じ
る
よ
う
な
何
か
特

性
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
第
三
の
否
定
的
な

礎
石
を
足
場
に
据
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
り
二
人
の
哲
学
者
は
し

ば
し
ば
応
酬
を
重
ね
た
。
チ
ザ
ム
の
立
場
で
は
、
指
向
性
が
意
味
論
的
文
の

「特
性
」
で
は
な
い
、
と
語
る
こ
と
は
不
条
理
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
言
語
に

〈
指

向
性
〉
と
呼
ば
れ
る
性
状
が
具
わ

っ
て
い
な
い
な
ら
、
そ
れ
を
検
出
す
る
基
準

を
求
め
て
奔
命
し
た
の
は
徒
労
だ

っ
た
の
か
。
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
む
ろ
ん

彼

の
努
力
は
多
と
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う

蓼
。
真
の
問
題
は
指
向
性
を

「特
性
」

と
呼
ぶ
そ
の
真
意
に
あ
る
。
メ
ン
タ
リ
ス
ト
た
る
チ
ザ
ム
は
、
言
語
的
指
向
性

の
源
泉
を
思
考
の
作
用
に
求
め
て
い
る
。
彼
は

一
度
な
ら
ず
天
体

の
比
喩
を
も

ち
だ
す
。
ー

言
語
は
意
味
を
表
す
。
し
か
し
考
え
て
も
み
よ
う
。
紙

の
上
の

し
る
し
や
物
音
が
そ
れ
自
体
意
味
を
発
揮
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
。
確
か
に
月

は
闇
を
照
ら
し
て
光
る
。
け
れ
ど
も
太
陽
が
な
か
っ
た
ら
、
月
は
輝
き
を
失
う
。

太
陽
な
く
し
て
月
が
光
ら
ぬ
よ
う
に
、
思
考
の
意
味
作
用
が
な
け
れ
ば
言
葉
は

そ
の
徳
を
す
べ
て
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

〔39
)。

言
語
の
意
味
が
思
考
の
意
味
に
よ
り
分
析
さ
れ
る
と

い
う
こ
の
見
解
は
、
言

語
的
指
向
性
な
る
特
性
は
心
的
指
向
性
を
成
分
と
し
て
含
む
、
と
い
う
主
張
に

帰
着
す
る
。
言
語
が
意
味
す
る
と
い
う
現
象
の
本
来
の
立
役
者
こ
そ
、
心
の
指

向
性
な
る

「特
性
」
な
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
立
派
な
も
の
だ
し
結
構
な
特
性

だ
。
し
か
し
私
た
ち
の
困
惑
は
こ
こ
に
窮
ま
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
パ
ッ
ト
ナ
ム

(=
.勺
⊆
9
餌目
)
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
そ
う
し
た
特
性
が
あ
る
と
し
て
、

人
は
そ
れ
に
つ
い
て
何

「
つ
知
ら
な
い
し
、
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は

永
久
に
神
秘
な
力
に
と
ど
ま
る

.錚
。
古
人
が
言

っ
た
よ
う
に
、
死
と
太
陽
は
凝

6



視
で
き
な

い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

指
向
性
を

「特
性
」
に
祭
り
上
げ
る
の
は
、
心
を
か
え

っ
て
空
虚
に
す
る
仕

業
で
あ
る
。
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト

(幻
・
U
①ω
8
二
Φω)
。
考
え
、
想
像
し
、
意
欲

し
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
働
き

の
主
体
で
あ
る
実
体

(す
な
わ
ち

〈
精
神
V

ヨ
①
口
ω)
は
、
他
方

の
実
体
で
あ
る
物
体

(o
o
6
⊆
の)
と
は
ー

そ
れ
が
神
の
創

造
物
で
あ
る
と

い
う

一
点
を
除
き
ー

ま

っ
た
く
似
て
は
い
な
い
。
こ
の
た
め

精
神
は
高
く
尊
く
さ
れ
、
肉
体

の
崩

壊
し
た
後

の
存
続

の
可
能
性
を
請
け
合
わ

れ
る
。
質
料
の
汚
点
を
き
れ
い
に
拭

わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
絶
大
な
権
能

を
授
か
る
と
い
う
こ
の
か
ら
く
り
は

、
デ
カ
ル
ト
が
中
世
か
ら
脱
け
出
る
た
め

に
案

出
し

た
方

策

の

一
つ
で
あ

る
。
彼

を
育

ん
だ

ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス

(〉
ユ
ω8
什①
一Φω)
、
ト

マ
ス

(↓
ロ
.
〉
ρ
巳
蠧

ω)
の
伝
統
は
身
体
を
宿
り
に
こ
の

世
界
に
す
む
人
間
の
あ
り
方
に
よ
ほ
ど
意
を
用
い
て
い
た

蓼
。
も
う

一
人
を
名

指
せ
ば
、
サ
ル
ト
ル

(マ

勺
・
ω
母
財
Φ)
。
彼
こ
そ
徹
底
し
た
自
覚
の
上
で
意
識

の
純
化
を
極
北
ま
で
推
し
進
め
た
英
雄
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
人
間
の
自
己
は
.

無

に
、
い
や
、
そ
う
名
づ
け
た
途
端

そ
れ
は
す
で
に
も
う

「無
」
な
る
何
か
に

変
質
せ
ざ
る
を
得
な

い
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で

「も
の
」
で
あ
る
こ
と

の
純
然
た
る
否
定
と
し
て
、
ひ
た
む
き
な

「無
化
」
の
働
き
に
転
身
し
た
の
で

あ
る
聖
。

特
性
を
掴
も
う
と
企
て
た
手
が
握
り
し
め
た
も
の
は
、
も
は
や
名
状
し
が
た

い
力
、
無
化

で
し
か
な
い
。
こ
の
道
行
き
を
思

い
と
ど
ま
り
、
出
立
の
地
点

へ

も
ど
る
べ
き
だ
。
セ
ラ
ー
ズ

の
真
意
は
そ
う
し
た
提
案

に
あ
る
。
類
比
説
の
詳

細
な
検
討
以
前
の
現
段
階
で
は
、
心

へ
の
言
及
を
気
安
く
な
す
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
説
で
は
、
言
語
的
指
向
性
こ
そ
心
解
明
の
鍵
な
の
だ
か
ら

(〈
心
〉

概
念
は
言
語
的
指
向
性
を
モ
デ
ル
に
構
想
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
)
、
類
比
が

有
意
的

(村Φ
一Φ<
塾D
昌
け)
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
言
及
の
先
取
が
実
は
許
さ

れ
て
い
る
と
も
言
い
う
る
。
だ
が
私
た
ち
と
し
て
は
慎
重
に
順
序
を
追

い
た
い
。

意
味
と
い
う
働
き
は
、
古
典
論
者
の
目
に
は
明
瞭
な

「特
性
」
に
映
る
。
「意

味
す
る
」
は

「蹴
る
」
や

「食
べ
る
」
と
同
じ
他
動
詞
で
あ
り
、
小
石
を
蹴
る

こ
と
、
林
檎
を
食
べ
る
こ
と
な
ど
が
い
ず
れ
も
人
物
の

(広
義

の
V
特
性
で
あ

る
よ
う
に
、
同
類
の
動
詞

「意
味
す
る
」
が
特
性
を
表
す
の
は
明
ら
か
で
は
な

い
の
か
。
し
か
し
、
彼
ら
の
論
証
は
こ
こ
で
行
き
止
ま
り
だ
。
特
性
を
何
か

「内
的
な
」
標
識

(第
二
階
の
特
性
V
を
挙
げ
て
指
し
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

指
向
性
と
は
い
わ
ば

「特
性
を
欠
く
特
性
」
で
あ
る
。
人
は
色
彩
が
ど
の
よ
う

な
も
の
か
を
、
「知
る
」
と
い
う
語
の
ふ
つ
う
の
意
味
で
知

っ
て
い
る
。
光
が
射

さ
な
い
場
所
で
色
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
や
、
二
色
を
混
合
す
る
と
違

う
色
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
知

っ
て
い
る
。
ま
た
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
も

ヘ

へ

分
か

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
よ
う
と
欲
し
て
生
起
す
る
何
か
で
あ
り

ヘ

へ

(た
だ
し
自
分
の
場
合
)
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
と
も
な
う
出
来
事
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
指
向
性
は
そ
れ
が
指
向
性
で
あ
る
と

い
う
特
性
以
外
、
捉
え
ど
こ
ろ
が

}
切
な
い
。
そ
れ
を

「作
用
」
と
呼
ぼ
う
と
何
と
呼
ぼ
う
と

(私
た
ち
も
慣
例

に
従
っ
て
そ
う
し
て
き
た
が
)、
真
相
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

8

言
葉

の
肉
体

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
指
向
性
を
内
容
を
と
も
な
う
。
こ
れ
は
、
意
味
論
的

文
が
記
述
的
情
報
を
運
ぶ
事
実
に
対
応
す
る
点
で
あ
る
。
指
向
性
は
無
で
も
無

言語の ような精神
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内
容
な
神
秘
な
力
で
も
な
い
。
こ
う

言
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
指
向
性
は

「特

性
」
の
資
格
を
諦
め
る
代
償
に
、
い
わ
ば
肉
体

(臣
Φ
ω『
)
を
授
か
る
の
だ
。
言

葉
は
化
肉
の
秘
蹟
に
あ
ず
か
る
。
意

味
論
的
文
は
言
語
要
素
を
機
能
的
に
類
別

す
る
と

い
う
の
が
セ
ラ
ー
ズ

の
洞
察

で
あ

っ
た
。
発
話

の
経
験
的
特
性

(こ
れ

を
調
べ
る
の
は
言
語
学

の
各
分
野
で
あ
る
)
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
αq
δ
口
ρ
国
Φ
ωρ
αq
曾
ロ
ρ
巨
人
と
、
ど
う
語

っ
て
も
同
様
な
意
味
を
表

す
こ
と
が
で
き
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
発
話
は
時
空
の
う
ち
に
生
起
す
る
出

来
事

で
あ
る

(大
脳
の
機
能
と
し
て
の

〈
思
考
〉
も
例
外
で
は
な
い
)
。
古
典
論

者
が
忘
れ
て
い
る

(忘
れ
て
い
る

ブ
リ
を
し
て
い
る
)
の
は
、
発
話
が
し
か
じ

か
の
語
と
し
て
人
の
耳
朶
に
触
れ
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
将
棋
の
駒
が
大
小

さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
、
形
、
色
、
彫
り
込
ま
れ
た
ア
イ

コ
ン
、
盤
上
の
規
定
さ

れ
た
動
き
、
「成
り
」
と

い
う
振
る
舞

い
な
ど
を
、
そ
れ
ぞ
れ
旦
ハ現
す
る
こ
と

(Φ
口Pげ
○
山
一ヨ
Φ⇒
け)
な
し
に
、
将
棋
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
言
語

と

い
う
ゲ
ー
ム
の
場
合
も
同
様
で
あ

る
。
言
語
要
素
は
意
味
す
る
た
め
に

「き

ま

っ
た
事
実
上
の
性
格
」

(
餌
Φ
けΦ民b
P一P
鋤
脅①
h蝉
O
什⊆
鋤
一
〇す
9「9
0
冖①
門ω)
を
と
も
な

わ
ざ

る
を
得
な

い
唇
。
こ
の
事
態

と
類
比
的
に
、
概
念
の
駒
で
演
じ
ら
れ
る

「概
念
ゲ
ー
ム
」

(o
o
p
8
冥
⊆
巴

σq
曽
ヨ
Φ
)
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
駒
は

「き
ま

っ
た
事
実
上
の
性
格
」
を
も

た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
セ
ラ

ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
日
本
語
の
内
的
談
話

(す
な
わ
ち
思
考
)
と
英
語
の
内
的
談

話
と
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
言
語
の
相
違
を
反
映
す
る
体
系
的
な
違
い
が
あ
る

こ
と
を
想
定
で
き
る
と
い
う

蓼
。

古
典
論
者
は
言
葉

の
肉
体
に
目
を

ふ
さ
い
で
い
る
。
言
葉
か
ら
心
的
実
体
が

逃
れ
去
れ
ば
、
残
る
の
は
単
な
る

「し
る
し
や
物
音
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
彼
ら

は
断
言
す
る

§
。
こ
う
言
わ
せ
る
の
は
、
し
か
し
、
彼
ら
の
抱
え
込
ん
だ

「物

と
心
の
二
元
論
」
に
す
ぎ
な
い
。
単
な
る
物
音
が
意
味
の
力
を
も
た
な
い
こ
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
セ
ラ
ー
ズ
も
も
と
よ
り
承
知
で
あ
る
。
問
題
は
言
葉
と

い
う
名
の
物
音
な
の

で
あ

っ
て
、
「単
な
る
」
物
音
で
は
な
い
。
古
典
論
者
は
言
語

へ
の
自
然

へ
の
根

ざ
し
を
切
断
し
、
い
っ
た
ん
言
語
を
死

へ
と
放
逐
し
て
か
ら
、
改
め
て
思
考
の

魂
を
そ
こ
に
吹
き
込
む
と

い
う
、
念
の
入

っ
た
操
作
に
訴
え
る
。
し
か
し
こ
の

代
価
は
莫
大
で
あ
る
。
以
後
言
語
か
ら
は
固
有
の
可
知
性
が
失
わ
れ
、
そ
れ
は

「思
考
の
衣
裳
」
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
セ
ラ
ー
ズ
は
言
語
を
物
理
的
事
物

へ
還
元

す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
言
語
の
意
味
の
た
め
に
、
思
考
な
る
実
体

を
要
請
す
る
こ
と
も
し
な

い
。
言
語
が
意
味
す
る
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

「事
実

上
の
性
格
」
を
と
も
な
う
音
声
学
的
出
来
事
が
、
二
元
論
か
ら
は
独
立
な
記
号

シ
ス
テ
ム
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
上
の
性
格
の
相
違
に
も
か
か
わ

ら
ず

(複
数
の
言
語
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
)、
し
か
し
他
面
で
ま
さ
し
く
事
実
上

の
性
格
の
ゆ
え
に

(機
能
は
肉
体
に
宿
る
か
ら
で
あ
る
)、
同

一
の
機
能
を
果
た

す
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
露
呈
し
た
論
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
第

一
点
。
し
る
し
や
物
音
は

言
語
使
用
を
お
こ
な
う
動
物
が
生
成
し
た
場
合
に
か
ぎ
り
意
味
を
も

つ
。
オ
オ

ム
の
物
ま
ね
や
録
音
機
か
ら
再
生
さ
れ
る
音
声
は
、
言
語
と
し
て
聴
取
さ
れ
る

ヘ

ヘ

ヘ

へ

可
能
性
を
保
持
す
る
も
の
の
、
そ
れ
自
体
は
言
語
を
な
さ
な
い
。
セ
ラ
ー
ズ

の

こ
の
見
解
は
、
チ
ザ
ム
が
疑

っ
て
い
る
よ
う
に
心
的
指
向
性
を
前
提
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
私
た
ち
の
答
え
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

「前
提
」
は
チ
ザ
ム

の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
の
前
提
を
人
に
強
要
す
る
権
利
は
誰
に
も
な

い
は
ず
だ
。
心
的
実
体
と

「単
な
る
」
物
理
的
存
在
者
の
原
理
的
対
立
を
離
れ

8



た
、
そ
の
意
味
で

「独
自
な
」
言
語
の
力
を
認
め
れ
ば
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。

し
か
し
第

二
に
浮
上
す
る
論
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
セ
ラ
ー
ズ

の
類
比
説
の

詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
の
解
明
を
待

つ
と
い
う
面
を
否
め
な
い
。
心
と
物
の
二

元
論
的
に
対
し
て
中
立
な
機
能
シ
ス
テ
ム
を
具
体
的
に
解
明
し
な
く
て
は
な
ら

な

い
し
、
「独
自
な
」
言
語
の
力
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
課

題
は
な
か
ば
は
哲
学
的
で
な
か
ば
は
経
験
科
学
的
探
究
と
い
う
性
格
を
お
び
る

だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
セ
ラ
ー
ズ

の
探
究
に
導
か
れ
て
、
「言
葉
の
肉
体
」
を
再
発

見
し
た
。
け
れ
ど
も
、
チ
ザ
ム
が
棹

さ
す
古
典
主
義
か
ら
の
反
撃
は
必
至
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
言
葉
は
記
述
可
能
な
内
容
な
し
に
は
働
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
を
言
葉

の

「肉
体
」
と
呼
ぼ
う
が
そ
れ
は
呼
ぶ
者
の
随
意
だ
。
し
か
し
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

言
語
の
経
験
的
諸
条
件
は
単
に
必
要
条
件
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
言
葉
に

ヘ

ヘ

ヘ

へ

生
命
が
宿
る
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
言
語
の
十
分
条
件
か
。
疑
わ

し

い
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
古
典
論
者
は
ま
た
旧
態
依
然
た
る
心

的
実
体
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。

反
撃
を
か
わ
す
に
は
、

一
つ
し
か
道
が
な

い
よ
う
に
思
え
る
。
言
語
の
経
験

的
諸
条
件
が
、
ま
た
そ
の
十
分
条
件

で
あ
る
点
を
是
認
す
る
こ
と
。
換
言
す
る

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
、
言
語
の
肉
体
こ
そ
が
言
語
そ
の
も
の
だ
と
言

い
切
る
こ
と
で
あ
る
。
繰
り

返
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
心
と

い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
な
ど
と
い
う
無

茶
な
抗
弁
で
は
な
い
。
む
し
ろ
心
は
古
典
論
の
囲

い
込
み
か
ら
放
た
れ
て
、
い

ま
こ
そ
自
由
な
姿
で
蘇
生
す
る
の
だ
。
こ
う
し
た
視
角
を
確
保
し
う
る
こ
と
が
、

類
比
説
の
可
能
性
の

一
つ
で
あ
る
。

類
比
説
の
検
討
に
向
け
て
、
ま
ず

言
語
的
指
向
性
を
精
確
に
定
位
す
る
と
い

う
当
初
の
目
的
は
、
以
上
の
議
論
に
よ

っ
て
ほ
ぼ
達
成
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

点
引
用
に
よ
る
解
明
と
類
比
説
の
眼
目
は
、
意
味
論
的
文
が
そ
れ
に
相
応
し

い

意
味
理
論
を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
譬
え
て
い
え
ば
、
彼
の
構

想
は
二
十
世
紀
の
言
語
探
究
の
根
底
に
あ
る
、
き
わ
め
て
重
要
だ
が
し
ば
し
ば

気
づ
か
れ
な

い
伏
流
か
ら
生
命

の
水
を
汲
ん
で
い
る
。
そ
の
潮
流
と
は
、
記
号

の
代
表
主
義
に
替
わ
る
新
た
な
記
号
理
論
で
あ
る
。

旧
来
の
記
号
観
が
心
身
の
二
元
論
に
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
の
は
、
誰
の
目

に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
記
号
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
単
な
る
物
理
的
な
も
の
に

す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
人
間
が
何
か
を
表
す
こ
と
を
意
図
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ

り
初
め
て
記
号
と
し
て
機
能
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
う
し
て
、
言
葉
は
質
料

(音
、
イ
ン
ク
の
シ
ミ
)
と
質
料
を
も
た
な

い

〈
意
味

〉
と
に
引
き
裂
か
れ
る
。

こ
れ
に
対
応
し
て
、
人
間
も
物
質
と
し
て
の
身
体
と
不
可
視
の
精
神
と
に
分
断

さ
れ
る
。
意
味
と
意
味
の
媒
体
と
し
て
の
記
号
と
の
関
係
は
、
心
と
身
体
の
関

係
に
対
応
す
る
。
し
か
し
セ
ラ
ー
ズ
の
構
想
は
、
古
典
的
な
心
身
二
元
論

(特

に
心
的
実
体
を
認
め
る
点
で
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
)
と
物
理
主
義

(あ
る
い
は
行
動

主
義
を
含
め
ひ
ろ
く
唯
物
論
)
の
二
者
択

一
と
は
別
の
道
筋
が
あ
る
こ
と
を
示

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

唆
し
て
い
る
。
意
味
論
的
出
来
事
が
言
語
の
自
己
言
及
性
と

い
う
構
造
を
そ
な

え
る
点
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
正
統
派
の
意
味
理
論
が
多
少
と
も
依
拠

し
て
き
た

「客
観
主
義
」
に
対
す
る
大
き
な
問
題
提
起
で
あ
る

§
。
古
く
は
ス

チ
ュ
ア
ー
ト

・
ミ
ル

(QQ
」
≦
=
)
の
、
名
辞
を
名

(蠧
目
①)
と
み
な
す
説
に
し

て
も
例
外
で
は
な
い
。
「ポ
チ
」
と

い
う
名
は
外
界
に
客
観
的
に
存
在
す
る
イ
ヌ

の
個
体
ポ
チ
を
外
延
指
示
す
る

(
儀
Φ⇒
9
Φ
)
と
さ
れ
る
。
名
の
意
味
と
は
、
抽

ヘ

へ

象
的
な
記
号
と
事
物
と
の
間
に
成
立
す
る
客
観
的
な
関
係
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
世
紀
の
意
味
論
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
フ
レ
ー
ゲ

(O
●
寄

Φ
mq
Φ
)

言語の ような精神
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の
概
念
整
理
に
従
う
と
、
言
語
表
現
に
億

「意
義
」

(6っ
ぎ
づ
)
と

「指
示
対
象
」

(bu
a
①耳
毒
σQ
)
の
二
つ
が
と
も
な
う
と
い
う
。
意
義
と
は
記
号
を
指
示
対
象
に

結
び
つ
け
る
手
段
で
あ

っ
て
、
記
号
の
意
味
は
、
意
義
を
仲
立
ち
に
記
号
が
指

示
対
象
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と

い
う
事
態
の
こ
と
で
あ
る
。
意
義
も
指
示
対
象

も
人
間
の
理
解
か
ら
は
独
立
に
存
立
し
う
る
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か

ぎ
り
意
味
と
は
客
観
的
な
関
係
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
ひ
き
か
え
セ
ラ
ー
ズ

の
見
地
か
ら
は
、
意
味
を
言
語
と
言
語
で
は
な

・
い
も
の
と
の
客
観
的
関
係
に
よ

っ
て
規
定
す
る
と
い
う
発
想
が
自
覚
的
に
拒
ま

ヘ

へ

れ
て
い
る
。
「oq
す
茸
が
巨
人
を
意

味
す
る
」
と

い
う
こ
と
は
、
彼
に
よ
る
と
、

「oq
㌶
茸
は

.
巨
人

・
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
主
語
が
言
語
表
現

な
ら
述
語
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
言
語
の
機
能
の
根
源
に

く
類
別
V
の
働
き
が

発
見
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
意
味
理
論
に
と

っ
て
何
を
物
語
る
の
だ
ろ
う
か
。

意
味
論
的
出
来
事
の
う
ち
、
私
た
ち
は
た
だ

「意
味
す
る
」
と
い
う
動
詞
を
問

題
に
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
動
詞
が
構
成
す
る
文
以
外
に
も
多
種
多
様

な
意
味
論
的
文
が
あ
る
。
ま
た

〈意

味
〉
概
念
は

〈真
理
〉
概
念
と
密
接
に
結

び

つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
意
味
理
論

は
、
唯
名
論
や
実
念
論
の
対
立
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
な
存
在
論
上
の
問
題
と
も

絡
み
合

っ
て
い
る
。
非
客
観
主
義
に
立
脚

し
つ
つ

「も
う

一
つ
の
」
意
味
理
論
を
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
企
図

に
と

っ
て
、
セ
ラ
ー
ズ
の
業
績
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
手
が
か
り
が
ま
だ
多
く
残
さ

れ
て
い
る
。

9

思
考
の
主
観
性

ジ
ョ
ー
ン
ズ
神
話
は
、
心
的
述
語
が
言
語
的
述
語

の
類
比
物
と
し
て
原
始
ラ

イ
ル
語
の
中
へ
導
入
さ
れ
た

一
部
始
終
を
物
語

っ
て
い
た
。
「心
の
働
き
」
と
か

「内
面
性
」
と
い
っ
た
常
識
的

・
前
科
学
的
な
観
念
は
、
そ
も
そ
も
人
間
の
行
動

を
説
明
す
る
た
め
に
理
論
的
に
形
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
ー

こ
れ
が
セ
ラ
ー

ズ

の
洞
察
で
あ

っ
た
。
問
題
の
理
論
を
構
成
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
の
が
、

意
味
論
的
言
説

(ω
Φヨ
磐

冖一〇
α
一ωo
o
霞
ωΦ
)
の
モ
デ
ル
で
あ

っ
た
。
こ
の
モ
デ

ル
を
使
用
し
て
、
言
語
の
領
域
か
ら
心
の
領
域

へ
と
隠
喩
的
投
射
が
お
こ
な
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
ン
タ
リ
ス
ト
は
こ
う
し
た
や
り
方
に
は
承
伏
し

な
い
だ
ろ
う
。
類
比
説
に
反
対
す
る
材
料
と
し
て
、
メ
ン
タ
リ
ス
ト
は
個
々
人

が
自
分
の
心
を

「内
側
か
ら
」
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実

(
い
わ
ゆ
る

「内
観
」)
を
持
ち
出
す
に
ち
が
い
な
い
。
第
三
者
の
行
動
を
説
明
す
る
た
め
に

心
的
述
語
を
彼
や
彼
女
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
と
、
自
分
が
自
分
の
心

の
状
態
を

知

っ
て
い
る
こ
と

(自
己
意
識
を
も

つ
と

い
う
こ
と
)
と
は
ま

っ
た
く
別
個

の

ヘ

ヘ

へ

こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
類
比
説
は
、
三
人
称
で
記
述
し
う
る
事
態
に
は
妥
当

ヘ

ヘ

へ

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

一
人
称
で
し
か
語
り
得
な
い
意
識
の
事
実
を

こ
う
し
た
見
地
で
説
明
す
る
の
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
セ
ラ
ー
ズ
は
、
こ
こ
に
格
別
の
困
難
は
な
い
と
い
う
。
心
的
概
念

は
自
分
に
と

っ
て
も
他
人
に
と

っ
て
も
、
基
本
的
に
は
同
様
な
資
格
で
適
用
さ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

一
般
に
、
理
論
概
念
に
は
必
ず
間
主
観
的
な
理
解
可
能
性

が
と
も
な
う
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば

〈
電
子
〉
と

い
う
概
念
が
記
述

10



の
人
称

(U
①
「ωO
コ
)
と
ど
ん
な
関
係

が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
心
的
概
念

も
、
問
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
基
づ

い
て
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ぎ
り
、
人
称
に
は
関
与
し
な

い
。
概
念
そ
の
も
の
の
水
準
で
捉
え
れ
ば
、

心
的
な
も
の
に
人
称
に
か
か
わ
る
非
対
称
性
な
ど
あ
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
セ
ラ
ー
ズ
は
、
心
的
行
為
な
り
心
的
状
態
な
り
が

「私
的
な
も
の
」

で
あ
り
、
た
だ
私
だ
け
が
い
わ
ば
内
側
か
ら
私
の
行
為
や
状
態
に
直
接
接
近
で

き
る
と

い
う
特
権
を
も

つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
非
対
称
性
は
、

概
念
そ
の
も
の
の
水
準
で
は
な
く
、
概
念

の

「使
用
」
の
水
準
に
属
す
る
。

つ

ま
り
こ
う
な
の
で
あ
る
。
初
め
に

「理
論
的
説
明
」
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
概

念
が
、
後
に
な

っ
て
話
し
手
の
心
的
状
態
を

「報
告
す
る
役
割
」

(民
8
霞
二
轟

「o
一Φ
)
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。

一
人
称

の
人
物

(主
体
)
が
自
分
の
内
的
な

状
態
に
対
し
て
特
権
を
も
つ
と
い
う

こ
と
は
、
理
論
的
概
念
に
そ
う
し
た
役
割

ヘ

へ

を
演
じ
さ
せ
る
技
能
を
彼
や
彼
女
が
身

に
つ
け
る
に
い
た

っ
た
と

い
う
こ
と
に

す
ぎ
な

い
。
と

い
う
よ
り
、
精
確
に

い
え
ば
話
は
逆
で
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た

技
能
を
獲
得
し
た
と
き
、
こ
こ
に
初

め
て

?
王
体
」
な

い
し

マ
王
観
」
が
成
立

し
た
の
で
あ
る

書
。

で
は
ど
の
よ
う

に
し
て
個
々
人
は

こ
の
技
能
を
身
に
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

セ
ラ
ー
ズ
は
こ
の
点
に
関
し
て
ジ

ョ
ー
ン
ズ
神
話
を
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
心

的
な
概
念
図
式
を
創
造
し
た
私
た
ち

の
英
雄
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
彼
の
仲
間
た
ち

に
、
言
語
は
思
考
の
表
現
で
あ
る
と

い
う

「理
論
」
を
説
き
聞
か
せ
る
。
や
が

て
彼
ら
は
互
い
の
行
動
を
心
的
な
述
語
で
解
釈
し
言
い
表
す
よ
う
に
な
る
。
た

と
え
ば
、
ト
ム
が
デ
ィ

ッ
ク
の
さ
ま
ざ
ま
な
振
る
舞

い
を
証
拠
に
し
な
が
ら
、

「デ
ィ
ッ
ク
は
P
と
考
え
て
い
る

(0
8
評
9
ω
島
Φ
9
0
⊆
oq
算

窪
p
け
b
)」
と
発

言
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
心
的
概
念
が
間
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
以
上
、
ト
ム
ば
こ
の
理
論
を
自
分
自
身
に
も
適
用
し
た
い
と
望
む
か
も

し
れ
な
い
。
デ
ィ
ッ
ク
が
繰
り
広
げ
た
行
動
の
パ
タ
ー
ン
ど
類
似
し
た
行
動
パ

タ
ー
ン
を
自
分
が
生
成
し
た
こ
と
を
観
察
し
た
ト
ム
は
、
や
は
り
こ
の
理
論
に

依
拠
し
て
、
「私
は
P
と
考
え
て
い
る

(H
冨
く
Φ
普
Φ
9
0
⊆

σq
算

葺
鉾
b
)」
と
語

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
実
際
に
そ
う
語
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
ト

ム
の
言
語
能
力
が
陶
冶
さ
れ
る
た
め
に
は
、
仲
間
た
ち
が
懸
命
に
彼
を
手
助
け

を
す
る
必
要
が
あ
る
。
共
同
体
の
成
員
は
、
ト
ム
が
自
分
の
こ
と
を
語
る
と
き

に
は

「私
」
と
い
う

一
人
称
の
代
名
詞
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
彼
を
訓
練
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
彼
の

一
人
称
の
発
言
が
証
拠
に
強
く
支
持
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
仲
間
た
ち
ば
彼
を
褒
め
、
反
対
に
証
拠
が
薄
弱
な
発
言
を
彼

が
す
れ
ば
、
彼
を
叱

っ
た
り
不
賛
成
を
示
し
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
訓

練
を
積
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
や
が
て
ト
ム
は
証
拠
に
基
づ
く

一
人
称

の
理
論
的

発
言
を
ま
す
ま
す
確
実
に
、
ま
す
ま
す
迅
速
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
に
ち
が
い

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な

い
。
そ
し
て
遂
に
は
、
証
拠
や
推
論
を
介
さ
ず
に
心
的
概
念
を
使
用
で
き
る

ま
で
に
な
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
心
的
概
念
を

「説
明
」

の
た
め
に
で
は
な
く

「報
告
」
の
た
め
に
使
用
す
る
技
能
を
獲
得
し
た
の
だ
。

い
ま
こ
そ
ト
ム
は

「話

す
主
体
」
に
、
し
た
が

っ
て
ま
た

「思
惟
す
る
主
体
」
に
変
身
を
遂
げ
た
の
で

あ
る

聖
。

セ
ラ
ー
ズ
の
こ
の
議
論
は

「主
観
性
」
が
絶
対
的
で
は
な

い
点
に
焦
点
を
絞

っ
て
い
る
。
何
か
絶
対
的
な
内
面
性
や
私
秘
性

(O
二
く
8
《
)
か
ら
物
語
を
始
め

れ
ば
、
な
る
ほ
ど
各
人
が
自
分
の
思
考
に
対
し
て
特
権
的
な
接
近
を
有
す
る
の

は
自
明
な
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
自
明
さ
の
代
償
は
ひ
ど
く
高

言語の ような精神11



価
な
も
の
に
つ
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
悪
名
高
い

「他
者
の
存
在
」
の
問
題
で
あ

り
こ
れ
と
裏
腹
の

「独
在
論
」
と

い
う
代
償
で
あ
る
。
セ
ラ
ー
ズ
は
む
し
ろ
概

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

念
の
間
主
観
的
な
水
準
か
ら
出
発
し
て
、
こ
の
水
準
に

「主
観
性
」
の
独
自
な

次
元
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
次
第
を
物
語
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
神
話

・
続
編

は
、
実
際
に
首
尾
を
遂
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
メ
ン
タ
リ
ス
ト
な
ら
さ
だ
め

し
こ
う
反
論
す
る
に
違

い
な

い
。
私

が
自
分
の
心
の
状
態
や
働
き
を
知
る
様
態

は
、
「迅
速
で
精
確
な
推
論
」
な
ど
と
は
比
較
に
は
な
ら
な
い
。
私
は
外
界
の
事

物
を
直
接

(推
論
を
介
さ
ず
に
)
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
と
同
じ

で
自
分
の
心
を
直
接
に
覗
く
こ
と
が

で
き
る
。
内
観

(ヨ
環
o
ωO
①
0
9

コ
)
は
否

定
し
得
な
い
心
の
能
力
で
は
な
い
の
か
、
と
。

意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
難
詰
に
セ

ラ
ー
ズ
は
あ
え

て
異
を
唱
え
よ
う
と
は
し

な

い
。
前
述
の
よ
う

に
セ
ラ
ー
ズ
は
、
人
は
直
接

(推
論
を
介
さ
ず
に
)
自
分

の
思
考
を
知
り
う
る
と
い
う
特
権
を
も

つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
意
味
で

は
思
考
は
理
論
的
存
在
者
で
は
な

い
。
元
二
λ
ボ
ー
ル
が
壁
に
あ
た

っ
て
跳
ね

返
る
の
を
、
わ
ざ
わ
ざ
力
学
の
法
則

や
証
拠
を
た
よ
り
に
推
論
す
る
に
は
お
よ

ば
な

い
。
そ
れ
は
直
に
目
で
見
て
知
ら
れ
る
事
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
知
覚
と

同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
は
折
り
に
触

れ
て

(o
p
O
o8
ωδ
5
)
自
分
の
思
考
に
関

し
て
非
推
論
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「思
考
が
理
論
的
存

在
者
で
は
な

い
の
は
、
そ
れ
が
単
な
る
理
論
的
存
在
者
で
は
な
い
か
ら
、
理
論

的
存
在
者
以
上
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
撃̂
。
(ち
な
み
に
、
セ
ラ
ー
ズ
が
わ
ざ

わ
ざ

「折
り
に
触
れ
て
」
と
断

っ
て

い
る
の
は
、
私
た
ち
が
つ
ね
に
自
分
の
心

の
状
態
や
働
き
を
知
り
う
る
と
は
か
ぎ
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。)

セ
ラ
ー
ズ
の
や
や
晦
渋
な
こ
の
言

い
方
の
真
意
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
他

の
場
所
で
な
さ
れ
た
彼
の
発
言
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
箇
所
で
、
彼

は
概
ね
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
誰
も
が
自
分
の
思
考
に
直
接
ア
ク
セ
ス
で

き
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
こ
の

「直
接
的
ア
ク
セ
ス
」
を
説
明
す
る
た
め

に
は
、
思
考
を
導
入
し
た
初
め
の
理
論
的
枠
組
み
を
ほ
か
の
枠
組
み
と
取
り
替

え
る
必
要
は
な
い
。
問
題
は
あ
く
ま
で
も
理
論
的
存
在
者
と
し
て
の
思
考
に
追

加
さ
れ
た
役
割
な
の
で
あ
る
。
こ
の
追
加
に
よ

っ
て
、
思
考
は
単
な
る
理
論
的

存
在
者
以
上
の
も
の
に
転
化
す
る
の
だ
、
と

函
。
要
す
る
に
、
他
者

の
心
的
状

「

態
と
私
の
心
的
状
態
の
非
対
称
性
と
は
、
「理
論
的
存
在
者
」
と

「理
論
的
存
在

者
以
上
の
も
の
」
(9
Φ
o
お
冖一〇
巴
Φ韓
三
Φ
ω
O
ξ
ω)
と
の
対
比
に
帰
着
す
る
の
で

あ
る
。

10

メ
タ
思
考
の
経
験
的
性
格

こ
こ
で
セ
ラ
ー
ズ

の
議
論
を
整
理
し
な
が
ら
新
た
な
論
点
を
補
足
す
る
こ
と

に
し
た
い
。
第

一
に
、
思
考
の
主
観
性
は
、
類
比
説
に
よ

っ
て
思
考

に
帰
属
せ

し
め
ら
れ
る
特
徴
か
ら
は
独
立
だ
と

い
う
論
点
で
あ
る
。
思
考
概
念

に
追
加
さ

れ
る

「報
告
す
る
役
割
」
は
、
こ
の
概
念
そ
の
も
の

(あ
る
い
は
こ
の
概
念
を

含
む
理
論
)
か
ら
必
然
的
に
派
生
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
神
話

・

続
編
に
よ
れ
ば
、
思
考
の
主
観
性
は
、
条
件
づ
け
ら
れ
た
言
語
行
動

の
基
盤

の

上
に
成
立
す
る

一
つ
の
事
実
で
あ
り
、
事
実
以
上
で
も
以
下
で
も
な

い
。
形
而

上
学
の
用
語
を
遣

っ
て
い
い
な
ら
、
主
観
性
は
思
考
の
偶
有
性

(鋤
OO
一位
ΦP
け一鋤
)

で
あ

っ
て
、
そ
の
本
質

(Φ
ω
ω①
コ
け一四
)
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
唱
え
る

「内
観
」
と
セ
ラ
ー
ズ
が
容
認
す
る

「直

12



接
的
ア
ク
セ
ス
」
に
は
、
似
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
見
過
ご
せ
な

い
重
大
な
相
違
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
推
論
を
介
さ
な

い
と

い
う
直
接
性
で
は
共

通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
内
観
の
特
異
な
点
は
、
そ
れ
が

「自
明
性
」
を
そ
な

え
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
内
観
に
よ
る
も
の
の
知
り
方
は
ふ
推

論
、
信
念
、
証
拠
な
ど
に
よ
る
正
当

化
を
必
要
と
は
し
な
い
し
、
他

の
何
か
そへ

う
し
た
根
拠
に
よ
っ
て
正
当
化
し
う

る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
内
観
は
、
他

への
知
識
の
正
当
化
に
役
割
を
果
た
す

の
で
あ
る
。
内
観
は
つ
ね
に

〈す
で
に
正

当
化
さ
れ
た
も
の
〉
と
い
う
完
了
相
を
帯
び
て
出
現
す
る
と
同
時
に
、
〈自
ず
と

正
当
で
あ
る
〉
と

い
う
自
発
性
を
も
と
も
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
セ
ラ
ー

ズ
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
特
色
を
も

つ
内
観
は

「所
与
の
神
話
」
ー

概
念

に
媒
介
さ
れ
な
い
赤
裸
の
知
、
ほ
か

の
信
念
を
正
当
化
す
る
、
そ
れ
自
体
は
自

明
な
知
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
こ
の
種

の
知
が
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
基
礎
を
な
す
、

と

い
う
見
解
ー

を
物
語
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
直
接
的

ア
ク
セ
ス
に
よ
る
報
告
は
、
直
接
的

ア
ク
セ
ス
と
い
う
契
機
と
は
別
の
根
拠
に

よ

っ
て
そ
れ
自
身
の
正
当
性
を
保
証
し
て
や
る
必
要
が
あ
る

蕚
。

直
接
的
ア
ク
セ
ス
の
正
当
性
を
保
証
す
る
に
は
、
い
く

つ
か
の
条
件
が
い
る
。

第

一
に
、
「私
は
P
と
考

尺
る
」
と

い
う
発
言
は
、
実
際
に
話
し
手
が
そ
の
よ
う

に
考
え

て
い
る
こ
と
の
徴
候
で
あ
る
こ
と
ー

こ
う
し
た
規
則
が
言
語
共
同
体

に
よ
っ
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

彭
。
言
い
替
え
る
な
ら
、

そ

の
発
言
が
ま
さ
に
話
七
手

の
心
的
状
態
を
報
告
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
が
、

社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
認
知
が
ど
の
よ
う
に
実

現
さ
れ
る
の
か
、
認
知
さ
れ
る
こ
の
規
則
の
本
性
は
何
な
の
か
。
嘘
を

つ
く
者

が

い
た
り
、
勘
違

い
で
そ
う
言
う
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
に
こ
れ

が
規
則
と
見
な
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
経
験
的

一
般
化
な
の
か
、

そ
れ
と
も

=
疋
の
言
語
ゲ
ー
ム
が
要
請
す
る
語
用
論
的
ア
プ
リ
オ
リ
な

の
か
。

こ
う
し
た
疑
問
が
す
ぐ
脳
裏
に
浮
か
ぶ
が
、
こ
こ
で
は
問
題
の
詳
し

い
考
証
は

割
愛
す
る
こ
と
に
し
て
、
次
の
条
件
に
目
を
転
じ
た
い
。

さ
て
第
二
に
、
話
し
手
自
身
も
上
記
の
条
件
を
わ
き
ま
え
て
い
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
た
め
に
話
し
手
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
能
力
を
獲
得
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
ま
ず
話
し
手
は
、
自
分
が
あ
る
思
考
を
も

つ
際
に
、
こ
の
思
考
に

加
え
て
、
自
分
が
そ
の
思
考
を
も

つ
と

い
う
思
考

(メ
タ
思
考
)
を
も
て
る
よ

う
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
へ53)。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
神
話
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
メ

タ
思
考
は
思
考

の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
も
や
は
り
言
語

共
同
体
が
実
施
す
る
話
し
手
の
訓
練
の
賜
物
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い

う
の
も
、
メ
タ
思
考
は
思
考
概
念
の
報
告
的
使
用
の

一
側
面
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
話
し
手
は
、
彼
や
彼
女
に
お
い
て
思
考
が
生
起
し
た
と
き
、
こ
の
思

考
を
報
告
す
る
技
能
を
身
に
つ
け
る
よ
う
社
会
的
に
訓
練
さ
れ
る
が
、
同
時
に

こ
の
思
考
の
生
起
に
対
す
る
適
切
な
反
応
と
し
て
の
メ
タ
思
考
を
も

つ
よ
う
に

社
会
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
〈あ
る
思
考

(9
9
0
⊆
oq
茸

夢
緯

b
)
〉
の
生
起

↓

「私

は
P
と
考
え
る

(H
『
9く
Φ
四
冖7
0
¢oqび

冖
叶ぴ
四
什
b
)」
と
い
う
発
言
、
と
い
う
因
果

過
程
を
媒
介
す
る
の
が
、
〈
私
は
P
と
考
え
る
、
と

い
う
思
考

(9
Φ
夢
o
⊆
oq
耳

窪
讐

H
げ
磐
Φ
9。
匪
o
⊆oq簿

甚
9
け
こ
V
の
生
起
、
す
な
わ
ち
メ
タ
思
考
の
生
起
な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「私
は
P
と
考
え
る
」
と
い
う
発
言
は
、
私
の
思
考
内

容
を
報
告
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
内
容
に
関
す
る
私
の
心
的
態
度

(メ
タ
思
考
)

を
表
出
す
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
野
菜
の
ピ
ー
マ
ン
を
目
の
前
に
し
た

「こ

言語の ような精神13



れ
は
緑
色
だ
」
と

い
う
発
言
が
、
あ

る
事
態

(〈
こ
の
ピ
ー
マ
ン
が
緑
色
で
あ
る

こ
と
〉)
を
報
告
す
る
と
同
時
に
、

こ
の
事
態
に
関
す
る
話
し
手

の
態
度

(〈
私

は
こ
れ
が
緑
色
だ
と
信
じ
る
〉
と

い
う
信
念
)
を
表
出
す
る
の
と
類
比
的
で
あ

る
。
そ
し
て
話
し
手
が
獲
得
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
う

一
つ
の
能
力
は
、
〈
報

告

〉
と
い
う
発
話
行
為
を
他
の
行
為
か
ら
識
別
し
、
同
時
に
こ
れ
を
メ
タ
言
語

を
遣

っ
て
特
徴
づ
け
る
能
力
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
話
し
手
は
自
分
が
何
を
し
て

い
る
の
か
、
自
分
で
分
か

っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
ジ

ョ
レ
ン
ズ
神
話
か
ら
す

れ
ば
、
当
然
な
が
ら
、
こ
の
能
力
も
ま
た
社
会
的
訓
練
の
所
産
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

以
上
に
、
思
考

の
主
観
性
に
関
す
る
セ
ラ
ー
ズ
の
分
析
を
追

っ
て
き
た
が
、

ヘ

へ

問
題
の
全
容
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
点
を
率
直
に
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
理
論
概
念
と
し
て
始
ま

っ
た
思
考
が
報
告
の
役
割
を
担
う
も

の
に
転
化
す

る
、
と

い
う
論
点
は
啓
発
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
思
惟
す
る
主
体

の
誕
生
譚
と

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

て

の
ジ

ョ
ー

ン
ズ

神

話

・
後

編

の
興

趣

は

つ
き

な

い
。

し

か

し

、
転

化

そ

の

ヘ

へ

も
の
は
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
セ
ラ
ー
ズ
は
説
明
不

足
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

}
人
称

で
思
考
を
報
告
す
る
こ
と
は
、

一
面
で
、
個

人
の
言
語
能
力
の
発
達
の
問
題
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
こ
の
能
力
を

ど
の
よ
う
に
し
て
発
揮
す
る
に
至
る
の
か
。
私
た
ち
は
哲
学
的
な
意
味
理
論
と

経
験
科
学
的
な
心
理
学
と
が
ク
ロ
ス
す
る
領
域
で
こ
の
問
題
を
考
究
す
る
必
要

を
痛
感
す
る
。

こ
の
課
題
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
問
題
と
も
関
連
す
る
。
セ
ラ
ー
ズ
説
で

は
、
あ
る
話
し
手
が
抱

い
た
思
考

に
は
必
ず
メ
タ
思
考
が
と
も
な
う
と
は
限
ら

な
い
。
思
考
を
報
告
す
る
行
為
を
妨
げ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
働
く
余
地
が
あ

る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
地
が
古
典
的
見
地
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
古
典
的
な
意
識
の
哲
学
か
ら
す
れ
ば
、
思
考
は
必
ず

自
己
反
射
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
思
考
は
何
か
に
つ
い
て
の

思
考
で
あ
る
と
同
時
に
、
思
考
す
る
自
己
に
つ
い
て
の
思
考
、
メ
タ
思
考
で
あ

る
。
前
述
の
よ
う
に
、
セ
ラ
ー
ズ
は
思
考
概
念
が
報
告
す
る
役
割
を
果
た
す
よ

う

に
な
れ
ば
、
思
考
の
構
造
に
メ
タ
思
考
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
と
は
い
え
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
が
メ
タ
思
考
を
要
請
す
る
わ
け
で
は
な

い
。

も
し
そ
れ
が
思
考
の
必
然
性
な
ら
、
メ
タ
思
考
も
思
考
で
あ
る
か
ぎ
り
、
私
た

ち
は
無
限
後
退
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

蓼
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
考
が
メ

タ
思
考
を

(あ
る
場
合
に
は
さ
ら
に
メ
タ
メ
タ
思
考
を
、
ま
た
場
合
に
よ

っ
て

は
メ
タ
メ
タ
メ
タ
思
考
を
…
…
)
と
も
な
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
思
考
の
経
験

的
構
造
に
す
ぎ
ず
、
思
考
そ
の
も

の
の
本
質
に
は
属
さ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

次
に
浮
上
す
る
の
は
、
報
告
し
う
る
思
考
と
そ
う
は
で
き
な
い
思
考
と
を
分
化

せ
し
め
る
要
因
は
何
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
機
序
で
こ
う
し
た
分
化
が
も
た
ら

さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
誰
し
も
が
想
起
す
る
の
は
精
神
分
析
の
理
論
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ト

(ω
・
牢
Φ
&
)
は
思
考

(あ
る
い
は
、
記
憶
、
イ
メ
ー
ジ
)
の

〈抑
圧
〉
と
い
う

精
神
作
用
を
説
い
た
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
は
、
意
識
に
の
ぼ
る
の

が
不
都
合
な
表
象
を
意
識
か
ら
排
除
し

〈無
意
識
〉
の
領
域

へ
押
し
込
め
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
抑
圧
の
プ
ロ
セ
ス
が
無
意
識
を
構
成
す
る
と
見
な
し
た
。
無

意
識
と
は
抑
圧
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
。
精
神
分
析
と
セ
ラ
ー
ズ
説
と
は
両
立
し

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
無
意
識
概
念
に
つ
い
て
セ
ラ
ー
ズ
は
何
も
述
べ
て
は

い
な
い
。
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル

(力
O
ωΦ口
冖ゴ
9◎一)
に
よ
れ
ば
、
分
化
の
要
因
に
関
し

14



て
類
比
説
に
手
が
か
り
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
思
考

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
そ
れ
が
生

起
す
る
傾
向
性
と
の
区
別
に
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

思
考

に
関
す
る
私
た
ち

の
言
説
は
、
そ
の
大
半
が
実
は

く
思
考
を
な
す
性
向

(虫
ωO
o
ω三
〇
口
8

7
p〈
Φ
昏
o
⊆
⑰q
耳
)
〉
に
つ
い
て
の
も
の
な
の
だ
。
た
と
え
ば
、

私
は
こ
れ
こ
れ
を
信
じ
て
い
る
と
か
、
こ
れ
こ
れ
を
考
え

て
い
る
と
か
私
は
語

る
が
、
こ
れ
ら
の
信
念
や
思
考
は
性
向
と
し
て
分
析
が
可
能
で
あ
る
。
性
向
は

ヘ

ヘ

へ

定
義
上
潜
在
的
な
も

の
で
あ
る
。
そ

の
か
ぎ
り

〈
性
向
〉
の
概
念
に
は
証
拠
に

基
づ
く
推
論
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
非
推
論
的
に
報
告
で
き

る
思
考
が

一
定
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う

埀
。

11

類
比
説
の
将
来

こ
こ
ま
で
セ
ラ
ー
ズ

の
類
比
説
を
吟
味
し
た
き
た
。
も
ち
ろ
ん
類
比
説
に
不

明
瞭
な
面
が
残

っ
て
い
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
致
命
的
な
欠

陥
や

一
見
し
て
明
ら
か
な
誤
謬
を
含
ん
で
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
常
識
の
中

に
潜
ん
だ
私
た
ち
の
自
己
理
解
の
か
ら
く
り
を
類
比
説
は
よ
く
説
明
し
て
い
る

と
思
え
る
し
、
民
間
心
理
学

(hO
涛

O
ω饗
ぴ
o
一〇
堕
)
の
諸
概
念
に
根
を
お
ろ
し

な
が
ら
、
し
か
も
心
に
関
す
る
将
来

の
経
験
科
学
的
探
究
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く

道
筋
を
確
保
し
て
い
る
点
で
も
、
類
比
説
に
豊
か
な
可
能
性
を
認
め
た
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
類
比
説
に
対
し
て
若
干
の
問
題

提
起
を
是
非
と
も
お
こ
な

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
類
比
説
の
根
幹

に
か
か
わ
る
懸
案
だ
か
ら
で
あ
る
。

類
比
説
の
成
立
の
基
盤
は
、
言
語

の
領
域
か
ら
心
の
領
域

へ
と
な
さ
れ
た
隠

喩
的
投
射
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
言
語
の
本
性
を
ど
う
捉
え
る
か
、

こ
の
点
こ
そ
が
類
比
説
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
立
脚
す
る
心
の
哲
学
に
と

っ
て
重

大
な
岐
路
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
「言
語
の
本
性
」
と
い
う
言

い
方
は
多

分
に
曖
昧
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
言
語
の
獲
得
は
ど
の
よ

う
に
な
さ
れ
る
か
、
言
語
が
行
動
だ
と
す
れ
ば
こ
れ
を
制
御
す
る
規
則
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
、
言
語
能
力
は
ど
こ
ま
で
生
得
的
で
ど
こ
ま
で
が
学
習
に
よ
り

形
成
さ
れ
る
の
か
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
を
正
確
に
仕
上
げ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
問
い
を
周
到
に
考
察
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
ば
か
り
か
必
要
な
の
で
あ
る
。

問
題
に
は
そ
れ
に
相
応
し
い
遠
近
法
が
あ
る
。
た
と
え
ば
文
法
理
論
の
細
部
を

解
明
す
る
の
が
問
題
で
あ
る
と
き
、
私
た
ち
が

い
ま
な
し
た
設
問
は
曖
昧
だ
し

場
違

い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
は
お
お
ま
か
な
問
い
の
設
定
で
充
分
で
あ
る
。

人
間
が
担

っ
た
可
能
性
の

一
つ
と
し
て
の
言
語
が
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性

の
中
で
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
。
こ
う
問
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

セ
ラ
ー
ズ
理
論
の
特
異
さ
を
見
届
け
る
の
が
私
た
ち
の
目
的
で
あ
る
。

セ
ラ
ー
ズ
は
言
語
と
心
の
類
比
を
語
る
と
き
、
も

っ
ぱ
ら
英
語
な
り
ド
イ

ツ

語
な
り
の
い
わ
ゆ
る

「自
然
言
語
」
だ
け
を
念
頭
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た

と
え
ば
人
間
の
心
の
働
き
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
知
覚
や
認
知
を
語
る
際
に
、

言
語
以
外
の
記
号
系
な
い
し
言
語
以
前
の
記
号
系

(二
つ
を

「準
言
語
的
記
号

系
」
と
総
称
し
よ
う
)
を
視
野
に
入
れ
な

い
や
り
方
は
妥
当
と
は
思
え
な
い
。

仕
草
、
顔
の
表
情
、
対
象
を
操
作
し
環
境
と
交
渉
す
る
身
体
運
動
な
ど
は
、
言

語
で
は
な
い
も
の
の
、
す
で
に
意
味
を
孕
ん
だ
記
号
系
な
い
し
記
号
過
程
で
あ

る
。
黙
し
た
知
覚
は
そ
れ
自
身
記
号
機
能
と
し
て
生
起
す
る
出
来
事

で
あ
り
、

や
は
り
準
言
語
的
記
号
系
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
セ
ラ
ー
ズ
が
念
頭

言 語の ような精神15



に
お
い
て
い
る
言
語
に
し
て
も
、
成
人
の
使
用
す
る
多
少
と
も
完
成
の
域
に
達

し
た
言
語
に
す
ぎ
ず
、
子
ど
も
が
学
び

つ
つ
あ
る
不
完
全
な
言
語
、
し
か
し
成

人
の
言
語

へ
と
洗
練
さ
れ
る
は
ず

の

「生
成
し

つ
つ
あ
る
言
語
↑
に
は
何
の
関

心
も
払
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
セ
ラ
ー
ズ
が
名
づ
け
た

マ
心
理
学
的
唯
名

論
」
(b
ω《
9
0
δ
oq帥8
;

o慧

蠧
一一。。ヨ
)
に
彼
自
身
が
立
脚
す
る
事
実
か
ら
の
当

然
の
帰
結
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼

に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
表
象
は
本
質
的

に
言
語
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
言
語
獲
得
以
前
に
は
論
理
的
空
間
の
意
識
な
ど

あ
り
え
な
い

.5、
一。
し
か
し
、
近
年

の
認
知
意
味
論
の
諸
研
究
が
豊
富
な
事
例
に

即
し
て
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
概
念
把
握

(o
o
琴
Φ讐
⊆
巴
尉
9
二
〇
p
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

や
カ
テ
ゴ
リ
i
把
握

(O
pρ什Φ
ゆq
O
「一Ngoけ一〇
P
)
は
非
言
語
的
な
知
覚
-運
動
系
で
す

で
に
営
ま
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、

そ
の
豊
か
さ
や
複
雑
さ
は
言
語
に
よ
る
概
念

化
に
優
る
と
も
劣
ら
な

い
。
セ
ラ
ー
ズ
が
強
調
す
る
よ
う
な
言
語
的
概
念
化
の

働
き
は
単
に
そ
の
後
継
者
だ
と

い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な

い
藪
。
ま
た
認
知

意

味

論

者

の

議

論

よ

り

か

な

り

早

い
時

期

に

、

人

間

の
身

体

性

(Φ
bPび
O仙
一5PΦβ
冖)
が
意
味
や
合
理
性
の
基
礎
で
あ

っ
て
、
言
語
は
身
体
性
と
深

、
く
結
ば
れ
て
い
る
と

い
う
論
点
は

、
現
象
学

の
見
地
か
ら
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
ィ

が
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
た

〔醫
。

か

つ
て
グ
ッ
ド

マ
ン
は
言
語
学
者
が
言
語
以
外

の
あ
ら
ゆ
る
記
号
系
を
無
視

す
る
弊
害
に
陥

っ
て
い
る
と
し
て
、
彼
ら

(旦
ハ体
的
に
は
代
表
格
と
し
て
チ
ョ

ム
ス
キ
i

(9

0
ヨ
ωξ
)
を
指
し

て
い
る
)
の

「職
業
的
近
視
」
(<
o
$
けδ
p
跳

ヨ
く
o
豆
鋤)
を
戒
め
た
が
、
セ
ラ
ー
ズ
も
や
は
り
こ
の
批
判
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う

蓼
。
確
か
に
記
号
系

と
し
て
の
言
語
は
あ
る
種

の
特
権
を
も

っ
て
い
る
。
真
理

を
担
い
う
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
言
語
の
文
で
あ
る
し
、
言
語
ほ
ど
概
念
的
な

分
節
化
に
向

い
た
記
号
系
は
ほ
か
に
は
な
い
。
文

の
離
散
的
構
造
は
論
理
的
な

描
写
に
威
力
を
発
揮
す
る
。
動
物
の
中
で
人
間
だ
け
が
高
度
な
文
明
を
創
り
出

し
た
。
こ
の
偉
業
は
も

っ
ぱ
ら
言
語
の
力
に
よ
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

さ
り
な
が
ら
、
言
語
は
や
は
り
知
覚
や
身
体
運
動
の
水
準
に
始
ま
る
記
号
機

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

能
を
継
承
し
た
、
も
う

一
つ
の
記
号
系
に
す
ぎ
な

い
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
幼

児
が
四
五
歳
と
い
う
早
い
時
期
に
、
彼
ら
の
自
由
に
な
る
き
わ
め
て
断
片
的
な

言
語
の
素
材
を
手
が
か
り
に
し
て
、
速
や
か
に
母
語
の
獲
得
を
完
了
す
る
と

い

う
驚
く
べ
き
事
実
は
、
経
験
主
義

(と
り
わ
け
、
行
動
主
義
言
語
学
)
で
は
と

う
て
い
説
明
で
き
な
い
、
と
主
張
し
た
。
代
案
と
し
て
彼
は
、
人
間
の
大
脳
に

は
生
得
的
に
言
語
機
能
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と

い
う
説
を
提
出
し
た
。
グ

ッ

ド

マ
ン
は
こ
の
説
に
対
し
て
、
最
初
の
母
語
の
獲
得
に
先
立

つ
前
言
語
的
記
号

系
を
考
慮
す
る
な
ら
、
言
語
獲
得
を
あ
る
記
号
系
か
ら
別
の
記
号
系

へ
の
移
行

と
し
て
無
理
な
く
説
明
で
き
る
、
と
い
う
。
第
二
の
言
語

(た
と
え
ば
、
日
本

人
に
と

っ
て
の
英
語
)
を
獲
得
す
る
の
に
重
大
な
制
限
が
な
い
よ
う
に
、
母
語

の
獲
得
に
格
別
の
制
限
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
グ

ッ
ド
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「言
語

機
能
の
生
得
性
」
と
い
う
多
分
に
不
明
瞭
で
経
験
的
な
裏
付
け
に
も
乏
し
い
仮

設
を
設
け
る
に
は
お
よ
ば
な
い
。
こ
の
論
争
に
こ
こ
で
に
わ
か
に
決
着
を
付
け

る
つ
も
り
は
な
い
が
、
た
だ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
と
グ

ッ
ド
マ
ン
の
対
立
が
絶
対
に
調
停
不
可
能
な
種
類
の
も
の
だ
と
は
思
え
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。
人
間
の
身
体
性
の
水
準
に
生
得
的
な
記
号
能
力
を
認
め
る
点

で
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
賛
成
で
き
る
し
、
言
語

(母
語
)
が
言
語
以
前

の
記
号
系

か
ら
遷
移
し
た
記
号
系
で
あ

っ
て
両
者
に
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る

点
で
グ
ッ
ド
マ
ン
の
主
張
を
是
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
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類
比
説
は
そ
の
偏
狭
な
言
語
中
心
主
義
を
克
服
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
知
覚

-運
動
系
を
含
め
た
準
言
語
的
記
号
系
か
ら
言
語
的
記
号
系

へ
の
遷
移
を
経
験
科
学
と
の
リ
エ
ゾ

ン
に
基
づ

い
て
闡
明
す
る
こ
と
が
、
哲
学

的
意
味
論
の
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
課
題
を
果
た
し
な
が
ら
、
〈
心
〉

概
念

の
類
比
に
基
づ
く
構
成
を
や
り
直
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

私
た
ち
が
セ
ラ
ー
ズ

の
背
負

っ
た
よ
り
重
い
荷
物
を
背
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
言
語
が
意
味
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
、
と
い
う
そ
れ
自
体
困

難
な
問
題
に
加
え
て
、
こ
れ
か
ら
は
言
語
的
か
非
言
語
的
か
を
問
わ
ず
、

一
般

に
記
号
系
が
意
味
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問
題
を
深
く
掘
り
下

げ
る
こ
と
が
、
心
の
解
明
に
と
っ
て
不
可
欠
に
な
る
か
ら
で
あ
る

〔6。
〕。

*
ω

本
稿
は
、
菅

野
盾

樹

(
一
九

八
六
)

の
増
補

改
訂
版
と
し

て
執
筆
さ
れ
た
。
し
か

し
、
許

さ
れ
た
紙
幅

の
都
合

で
こ

こ
に
は
そ

の
後
半
部
を

掲
載
す

る
。
節

お
よ
び
注

の
番
号

が
途
中
か

ら
始
ま

っ
て

い
る
の
は
そ

の
た

め
で
あ

る
。
な
お
前
半
部

は

『
人

間
科
学
部
紀
要
』

(第
二
六
号
、

二
〇
〇
〇
)
に
掲
載

さ
れ
る
。
類
比
説

に
関
連
し

て

は
、
菅

野
盾

樹
(
一
九
九

八
)
も
参

照
し
て

い
た
だ
き
た

い
。
ま

た
拙
論

「
他
者
認
知

と
し

て
の
言
語

へ
」

(
『現
象

学
年
報
』
第

十
五
号
、

一
九

九
九
)
は
、

こ
の
稿

の
続

編
の

一
つ
を

な
す
も

の
で
あ

る
。
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           Mind as the Analogy of Language 

                       Tateki SUGENO 

   Wilfrid Sellars, a extremely creative and synthetic thinker, is well known especially by his 

proposing a kind of functionalism in the philosophy of mind relatively early in this century. 
   The objective of this paper is to reconstruct his functionalism from a critical point of view and to 

elucidate the merits and problems contained in it. 

   The functionalism of mind which Sellars intends to construct is in the last analysis based on a 

functionalistic theory of meaning. He takes so-called 'mental state,' which he himself calls 'thought,' as 
analogue of speech, which ought to be introduced as one type of theoretical entity into theoretical 

discourse about human behaviors including speech in order to explain them theoretically. 

   It is clear that whether Sellars' analogy theory of mind is valid or not depends on finally the 

presumed validity of his functionalistic theory of meaning. The author concentrates on the problem of 
the validity of Sellars' functionalistic theory of mind and come to a conclusion that the theory has not 
any fatal defects. 

   Though the theory has a number of theoretical merits-to give just an example, demysitification 
of intentionality-the author insists, Sellars' notion of language should be totally renewed from a 

philosophical standpoint of human embodiment. 

Key Words 

   intentionality, Wilfrid Sellars, the analogy theory of mind, functionalism, 

   philosophy of mind
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